
裏表紙上：己の気配を消して毛鉤を打ち込む。欺けるか、見
抜けるか。人と魚の知恵比べである（撮影：川本聖哉／山梨県・
小菅川） 下：歌川国芳が鉄砲洲（てっぽうず）で釣りをする人々
を描いた浮世絵『 東都名所 てつぽふづ』。鉄砲洲は今の
東京都中央区湊、明石町にあたる。地名の由来は、砂洲が
細長く鉄砲の形をしていたから、あるいは幕府がここで大砲を
試射したからともいわれる（中川船番所資料館蔵）
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表紙：陽光きらめく海に
下ろした竿。釣り糸の先
に広がる水の世界を、釣
り人は想像しつづける

（撮影：葛西亜理沙／東京湾）
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水の文化 59号　ひとしずく 2

　
作
家
　
東
京
経
済
大
学
教
授
　
大
岡 

玲

　

そ
ん
な
に
い
け
な
い
趣
味
だ
と
い
う
な

ら
、
さ
っ
さ
と
ゴ
ル
フ
に
で
も
く
ら
替
え

す
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
お
声

が
か
か
る
の
は
必
定
で
あ
る
。
だ
が
、
し

か
し
、
う
う
む
、
や
っ
ぱ
り
ど
う
し
て
も

や
め
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

魚
が
か
か
っ
た
瞬
間
の
、
あ
の
ま
ば
ゆ
く

輝
く
恍
惚
、
い
や
時
に
恍
惚
と
い
う
言
葉

を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
ほ
ど
真
っ
白
に

「
空
白
」
に
な
る
、
あ
の
感
覚
を
知
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
今
、
そ
れ
な
し
で
暮
ら
し
て

い
く
の
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
か
ら
な

の
だ
。
そ
れ
は
、
い
さ
さ
か
お
お
げ
さ
だ

が
、「
地
球
に
触
れ
る
」、
と
い
う
よ
う
な
感

じ
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ほ
ど
器
用
で
も
な
い
指
先
を
使
い
、

な
ん
と
か
羽
ア
リ
の
よ
う
な
形
に
仕
上
げ

た
毛
鉤
に
、
水
面
を
割
っ
て
巨
大
な
鱒
が

食
ら
い
つ
く
瞬
間
、
い
つ
も
の
時
空
と
は

異
な
る
場
所
へ
の
回
路
が
開
く
。
糸
の
彼

方
で
あ
ば
れ
る
生
き
も
の
の
震
え
、
波
打

つ
水
の
重
さ
を
介
し
て
、
私
と
美
し
き
水

水
惑
星
と
の
交
信

　

い
き
な
り
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
こ
と
を
書
く

よ
う
だ
が
、
釣
り
と
い
う
遊
び
に
は
、「
う

し
ろ
め
た
さ
」
が
つ
き
ま
と
う
。
少
な
く

と
も
、
私
の
場
合
は
そ
う
だ
。
ど
こ
が
う

し
ろ
め
た
い
の
か
と
い
う
と
、
ま
ず
釣
り

が
生
き
も
の
を
相
手
に
す
る
遊
び
だ
、
と

い
う
点
。
漁
を
生
業
に
し
て
い
る
の
な
ら

い
ざ
し
ら
ず
、
一
時
の
快
楽
の
た
め
に
魚

を
だ
ま
し
て
捕
ま
え
て
し
ま
お
う
と
い
う

の
だ
か
ら
、
真
面
目
に
必
死
に
水
中
で
生

き
て
い
る
相
手
に
し
て
み
れ
ば
迷
惑
千
万

な
話
で
は
な
い
か
。

　

し
か
も
、
カ
ジ
キ
や
マ
グ
ロ
と
い
っ
た

巨
大
魚
を
の
ぞ
け
ば
、
た
い
て
い
の
魚
は

ヒ
ト
族
よ
り
非
力
な
の
で
、
一
度
鉤は

り

に
か

か
っ
て
し
ま
え
ば
勝
負
は
見
え
て
い
る
。

ま
さ
に
「
い
じ
め
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

い
や
、
い
じ
め
は
魚
に
対
す
る
も
の
だ
け

で
は
な
い
。
生
き
餌
を
使
う
方
式
で
は
、

魚
が
好
む
ゴ
カ
イ
や
ミ
ミ
ズ
と
い
っ
た
生

き
物
を
鉤
に
刺
し
、
も
が
き
苦
し
む
の
も

顧
み
ず
、
錘

お
も
り
と
と
も
に
水
中
へ
ど
ぶ
ん
。

残
酷
こ
こ
に
極
ま
れ
り
。

　

作
り
物
の
仕
掛
け
で
釣
っ
て
放
す
な
ら
、

そ
の
罪
も
多
少
や
わ
ら
ぐ
（
？
）
と
い
う

気
や
す
め
を
持
ち
だ
す
手
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
が
、
鳥
の
羽
や
合
成
繊
維
な
ど

で
作
っ
た
「
虫
」
＝
毛
鉤
で
魚
を
だ
ま
し
、

さ
ん
ざ
ん
ひ
っ
ぱ
り
ま
わ
し
て
疲
れ
さ
せ

た
う
え
に
、
自
然
に
優
し
い
キ
ャ
ッ
チ
＆

リ
リ
ー
ス
、「
も
っ
と
大
き
く
育
っ
た
ら
、

ま
た
会
お
う
ね
」
な
ん
て
つ
ぶ
や
い
て
元

の
水
の
中
に
帰
す
。
い
や
も
う
、
ど
こ
が

「
優
し
い
」
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。



水惑星との交信3

毛鉤に食いつき、あばれるイワナ。欺かれたことに気づき、危機を
脱しようともがく命の手ごたえが釣り人たちを魅了する

大岡 玲（おおおか あきら）

1958年（昭和 33）東京都生まれ。東京外国語大学外国学部イタリア語学科卒業。同大学大学院外国語研究科修了。1987
年『緑なす眠りの丘を』で作家デビュー。1989年『黄昏のストーム・シーディング』で三島由紀夫賞を受賞。1990年『表層
生活』で第 102回芥川賞を受賞。2006年から東京経済大学教授。2012年に開高健、井伏鱒二、坂口安吾、山本周五郎
など日本の文豪 14人が描いた釣りと旅の作品の舞台を、自ら釣竿片手に巡り歩いた『文豪たちの釣旅』（フライの雑誌社）を上
梓。

の
惑
星
・
地
球
が
瞬
時
つ
な
が
る
。
こ
の

惑
星
の
脈
打
つ
体
液
の
中
で
生
き
る
魚
の

命
を
通
じ
て
、
私
も
ま
た
地
球
と
交
信
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
だ
。
そ
の
時
、

自
然
と
私
と
を
へ
だ
て
る
膜
が
消
え
去
り
、

自
分
の
体
内
の
細
胞
の
衰
え
る
流
れ
が
ふ

っ
と
止
ま
っ
て
、
腐
食
し
な
い
す
べ
す
べ
の

物
質
に
刷
新
さ
れ
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
は
一
瞬
の
ま
ぼ
ろ
し
に
過

ぎ
な
い
。
水
際
で
喘
ぐ
鱒
の
口
か
ら
鉤
を

は
ず
し
、
そ
っ
と
流
れ
に
戻
す
。
い
く
ぶ

ん
力
を
取
り
戻
し
た
魚
影
が
、
水
の
深
み

に
姿
を
消
し
た
途
端
、
地
球
か
ら
の
通
信

は
途
絶
え
る
。
そ
し
て
、
ま
た
う
っ
す
ら

濁
っ
た
お
な
じ
み
の
時
空
が
戻
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

　

き
っ
と
、
釣
り
以
外
の
趣
味
で
も
、
た

と
え
ば
山
登
り
な
ど
を
す
る
人
に
は
、
き

っ
と
似
た
よ
う
な
「
つ
な
が
る
」
感
覚
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
電
流
が
な

が
れ
、
ほ
ん
の
ま
ば
た
き
す
る
ほ
ど
の
間
、

地
球
と
合
体
で
き
る
。
よ
る
べ
な
く
覚
束

な
く
生
き
て
い
る
感
覚
か
ら
、
ほ
ん
の
少

し
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
釣
り

と
い
う
暴
虐
を
愛
す
る
の
は
、
そ
う
い
う

幸
福
感
を
手
に
で
き
る
か
ら
な
の
だ
。
そ

し
て
、
そ
の
幸
福
感
が
一
瞬
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
ま
た
い
っ
そ
う
い
と
お
し
く
感
じ

る
の
で
あ
る
。
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古
来
、
釣
り
は
趣
味
と
し
て
、
ま
た
は
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
親
し
ま

れ
て
き
た
。例
え
ば
１
６
５
３
年
に
出
版
さ
れ
たIzaak W

alton

の 

“T
he C

om
pleat A

ngler

”（
邦
題『
釣ち

ょ
う
ぎ
ょ
た
い
ぜ
ん

魚
大
全
』）は
哲

学
に
始
ま
り（
釣
り
を
す
る
前
に
）、魚
の
種
類
、釣
り
方
、さ
ば

き
方
、
料
理
方
法
な
ど
ま
で
を
綴
っ
た「
釣
り
人
の
聖バ
イ
ブ
ル書

」と
呼

ば
れ
る
。
か
の
開
高
健
も
こ
の
書
の
愛
読
家
で
あ
り
、釣
り
を
す

る
と
き
は〈
そ
こ
に
あ
る
静
か
な
る
こ
と
を
学
べ（Study to be 

quiet

）〉と
い
う
言
葉
を
一
番
大
切
に
し
て
い
た
。

日
本
で
も
１
７
２
３
年（
享
保
8
）に
旗
本
の
津つ

が
る
う
ぬ
め

軽
采
女
が
著
し

た
と
さ
れ
る『
河か
せ
ん
ろ
く

羨
録
』や
江
戸
後
期
に
黒
田
五
柳
が
書
い
た
と

さ
れ
る『
釣ち
ょ
う
か
く
で
ん

客
伝
』に
お
い
て
、
釣
り
の
心
得
や
準
備
に
始
ま
り
、

や
は
り
魚
の
種
類
と
習
性
や
釣
り
方
、料
理
方
法
ま
で
記
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
釣
り
は
多
く
の
釣
り
人
に
よ
っ
て
、
静
寂
と
興
奮

の
狭
間
で
支
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
し
て
、

魚
を
釣
る
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
生
ま
れ
る「
水
と
人
と
の
関
係

性
」に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

 目次 
巻頭エッセイ
 2 ひとしずく 水惑星との交信　大岡 玲 

 特集 釣りの美学 ── 静寂と興奮の狭間で
 6 歴史  江戸で花開いた釣りの文化── 徳川治世下の釣客群像 　長辻象平

 10 魅力  釣りを極めて「道」とする日本文化　ピーター フランクル

 14 テンカラ  無駄をそぎ落とした究極の釣り「テンカラ」  石垣尚男
 18 編集部体験  江戸前のハゼ釣りに「和竿」で挑戦 !　三ツ木新吉　
 24 外来魚  釣って食べて学ぶ外来魚  平坂 寛

 28 科学  魚は釣られたことを覚えている？── 「魚と人の交差点」を探る　吉田 誠

 31 環境  ごみを拾う釣り人たち── 琵琶湖で始まった新たな交流

 35 文化をつくる  「釣る」だけではない「釣り文化」　編集部

連載

 36 水の文化書誌 50　

  メコン川は流れる　古賀邦雄
 38 魅力づくりの教え11  

  まちの文化発信力を維持する人々
  岡山県倉敷市　中庭光彦

 42 食の風土記 11　

  漁民から全国へ広まった「佃煮」　東京都中央区
 45 Go! Go! 109水系 15 

  姶良火山の大噴火が築いた「シラス文化圏」の肝属川　坂本貴啓

 50 センター活動報告
 51 編集後記／ご案内
  (敬称略）
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な
ぜ
江
戸
の
武
士
は

釣
り
に
興
じ
た
の
か

　
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
見

ら
れ
る
古
墳
時
代
の
釣
り
は
戦
運
を
占

う
神
事
で
し
た
。
平
安
時
代
前
期
に
は

淳じ
ゅ
ん
な和

天
皇
、
仁に

ん
み
ょ
う明天

皇
が
遊
び
で
釣
り

を
し
た
記
録
も
あ
り
ま
す
が
、
鎌
倉
・

室
町
時
代
を
通
じ
て
釣
り
の
記
録
は
乏

し
い
で
す
。

　

遊
び
の
釣
り
が
発
達
し
た
の
は
江
戸

時
代
に
な
っ
て
か
ら
。
そ
れ
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
が
あ
り
ま
す
が
、
ひ
と
言

で
い
え
ば
徳
川
幕
府
の
成
立
に
よ
り
ま

す
。
幕
府
の
し
く
み
の
下
に
寺
院
勢
力

が
抑
え
込
ま
れ
、
仏
教
思
想
の
影
響
力

が
衰
え
て
殺
生
へ
の
抵
抗
感
が
薄
れ
ま

し
た
。
目
の
前
に
広
が
る
内
湾
の
江
戸

湾
は
利
根
川
水
系
の
大
河
が
運
ぶ
土
砂

で
大
小
の
洲
が
発
達
し
、
多
く
の
魚
介

類
を
育
み
、
沿
岸
部
に
は
水
運
用
の
掘ほ
り

割わ
り

や
人
工
の
水
路
網
が
発
達
し
て
、
釣

り
に
は
申
し
分
の
な
い
環
境
で
し
た
。

　

さ
ら
に
、
江
戸
に
は
暇
な
侍
が
多
く

い
ま
し
た
。
幕
府
も
各
藩
も
、
戦
国
時

代
の
軍
事
体
制
を
そ
の
ま
ま
平
和
な
時

代
に
移
行
さ
せ
た
の
で
、
余
剰
人
員
が

出
た
の
で
す
。
江
戸
中
期
に
は
旗
本
、

御
家
人
の
約
４
割
が
、
城
の
改
修
工
事

く
ら
い
し
か
仕
事
の
な
い
小こ

普ぶ

請し
ん
ぐ
み組
や

寄よ
り
あ
い
ぐ
み

合
組
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
時
間
に

余
裕
が
あ
っ
て
目
の
前
が
絶
好
の
環
境

と
な
れ
ば
、
武
士
の
間
で
釣
り
が
盛
ん

に
な
っ
た
の
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

江
戸
時
代
に
釣
り
が
発
達
し
た
も
う

一
つ
の
重
要
な
理
由
は
、
魚
に
警
戒
心

を
抱
か
せ
な
い
半
透
明
な
釣
り
糸
「
テ

グ
ス
」
の
普
及
で
す
。
テ
グ
ス
の
原
料

は
中
国
に
生
息
す
る
テ
グ
ス
サ
ン
と
い

う
蛾
の
幼
虫
。
体
内
の
絹け
ん
し
せ
ん

糸
腺
を
抜
き

出
し
、
酢
に
浸
し
て
引
き
伸
ば
し
陰
干

し
に
し
て
つ
く
り
ま
す
。
川
の
水
が
濁

っ
て
い
る
中
国
で
は
釣
り
糸
と
し
て
は

利
用
さ
れ
ず
、
日
本
へ
輸
出
す
る
薬
の

梱
包
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に

大
阪
の
漁
師
が
目
を
付
け
、
江
戸
に
も

伝
わ
っ
た
の
で
す
。

　

江
戸
幕
府
に
関
係
し
た
釣
り
の
発
達

の
要
因
を
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
石

船
の
難
破
。
江
戸
城
築
城
の
た
め
静
岡

方
面
か
ら
の
石
を
山
積
み
し
た
船
が
江

戸
湾
で
幾
度
も
沈
没
し
、
格
好
の
人
工

漁
礁
が
で
き
ま
し
た
。
タ
イ
や
ア
イ
ナ

メ
な
ど
岩
礁
性
の
魚
が
集
ま
っ
て
き
て
、

お
あ
つ
ら
え
向
き
の
釣
り
場
に
な
っ
た

の
で
す
。

「
生
類
憐
み
の
令
」で
中
断
も

そ
の
後
は
庶
民
へ
拡
大

　

遊
び
と
し
て
の
江
戸
の
釣
り
は
、
武

士
の
間
に
興
っ
た
第
１
期
、「
生
類
憐
み

の
令
」
で
禁
制
と
な
っ
た
暗
黒
時
代
に

始
ま
る
第
２
期
、
庶
民
層
に
も
広
ま
っ

た
第
３
期
に
大
き
く
分
け
ら
れ
ま
す
。

　

第
１
期
を
代
表
す
る
人
物
が
徳
川
家

歴史

Shohei Nagatsuji
1948年鹿児島県生まれ。京都大学農学部卒業（魚
類生態専攻）。同大理学部研修員を経て産経新聞社
入社。シンクタンク主任研究員、平凡社『アニマ』編集
部員を経たのち産経新聞社に復社。著書に『江戸釣
魚大全』『江戸の釣り―水辺に開いた趣味文化』

『釣魚をめぐる博物誌』などがある。また、2003年には
小説『忠臣蔵釣客伝』を著すなど作家としても活動中。

インタビュー

長辻 象平さん

産経新聞 論説委員
釣魚史研究家／小説家

江
戸
で
花
開
い
た
釣
り
の
文
化

―
徳
川
治
世
下
の
釣
客
群
像

静
寂
と
興
奮
と
い
う
二
面
性
を
も
た
ら
す
「
魚
を
釣
る
」
と
い
う
行
為
は
、

江
戸
時
代
か
ら
本
格
化
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
江
戸
時
代
に
釣
り
が

栄
え
た
の
か
？ 

『
江
戸
の
釣
り
―
水
辺
に
開
い
た
趣
味
文
化
』
や
『
釣
魚

を
め
ぐ
る
博
物
誌
』
な
ど
を
著
し
た
長
辻
象
平
さ
ん
に
、
当
時
の
時
代
背
景

な
ど
を
含
め
て
、
日
本
の
釣
り
の
歴
史
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」　
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康
の
曽
孫
の
松ま

つ
だ
い
ら
や
ま
と
の
か
み
な
お
の
り

平
大
和
守
直
矩
。
そ
の

克
明
な
日
記
に
よ
る
と
、
家
臣
を
連
れ

て
よ
く
江
戸
湾
で
釣
り
を
し
て
い
ま
す
。

１
６
５
９
年
（
万
治
２
）
９
月
23
日
の
大

和
守
一
行
の
ハ
ゼ
釣
り
が
、
日
本
最
古

の
本
格
的
な
遊
び
の
釣
り
の
記
録
で
す
。

　

そ
の
23
年
前
に
没
し
た
戦
国
大
名
の

伊
達
政
宗
も
ま
た
、
釣
り
を
好
み
ま
し

た
。
彼
は
能
の
「
鵜
飼
」
の
一
節
を
釣

り
に
た
と
え
「
罪
も
報
い
も
後
の
世
も

忘
れ
果
て
て
お
も
し
ろ
や
」
と
仏
教
思

想
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
を
謳
歌
し
て
い

ま
す
。
完
成
を
見
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

フ
ナ
釣
り
の
た
め
の
池
を
設
計
さ
せ
ま

し
た
。

　

安
永
年
間
（
１
７
７
２
―

１
７
８
１
）
ま
で

の
第
２
期
を
画
す
る
人
物
は
、
享
保
年

間
（
１
７
１
６
―

１
７
３
６
）
初
期
の
江
戸
湾

で
の
釣
り
の
実
相
を
記
録
し
た
『
何か

羨せ
ん

録ろ
く

』
の
著
者
、
津つ

が
る
う
ぬ
め

軽
采
女
で
す
。

　

弘
前
の
大
名
、
津
軽
家
の
分
家
に
生

ま
れ
た
三
代
目
当
主
で
、
四
千
石
の
旗

本
。
将
軍
綱
吉
の
秘
書
官
で
あ
る
側そ
ば

小こ
し
ょ
う姓
に
抜
擢
さ
れ
ま
し
た
。
吉
良
上
野

介
の
娘
婿
で
し
た
が
結
婚
１
年
で
若
妻

に
先
立
た
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
赤
穂
浪

士
の
討
ち
入
り
が
あ
り
、
親
戚
づ
き
あ

い
が
続
い
て
い
た
の
で
吉
良
側
の
人
間

と
し
て
冷
た
い
目
で
見
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。

　

彼
は
城
中
で
足
を
怪
我
し
、
出
仕
か

ら
１
年
半
足
ら
ず
で
側
小
姓
を
辞
退
し

閑
職
の
小
普
請
組
へ
。
怪
我
の
理
由
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
辞
め
た
時
期
に
重

な
る
１
６
９
３
年
（
元
禄
６
）、
綱
吉
に

よ
る
「
釣
魚
釣
船
禁
止
令
」
の
お
触
れ

が
出
て
い
る
の
で
、
な
に
や
ら
意
味
深

で
す
。

　

同
禁
止
令
で
は
漁
師
の
漁
労
は
認
め

ら
れ
ま
し
た
が
生
魚
の
流
通
は
厳
し
く

制
限
さ
れ
ま
し
た
。
死
ん
だ
魚
な
ら
よ

い
が
、
そ
の
場
で
活い

け
締じ

め
し
て
売
っ

て
は
い
け
な
い
。
殺
生
と
血
の
穢け
が

れ
を

嫌
う
仏
教
思
想
の
復
活
で
す
。
夏
に
は

す
ぐ
に
腐
敗
が
始
ま
っ
て
漁
師
、
魚
屋

は
大
弱
り
で
し
た
。

　

余
談
で
す
が
、「
生
類
憐
み
の
令
」
で

保
護
し
た
十
万
匹
に
も
及
ぶ
犬
を
綱
吉

が
大
久
保
と
中
野
で
飼
育
で
き
た
の
は
、

マ
イ
ワ
シ
の
百
年
に
一
度
の
豊
漁
期
に

重
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
イ
ワ
シ
の

干
物
は
犬
の
エ
サ
の
蛋
白
源
で
し
た
。

　

綱
吉
が
没
す
る
と
「
自
分
の
死
後
も

『絵本隅田川両岸一覧』（首尾松の鉤舟 椎木の夕蝉）
葛飾北斎 画（すみだ北斎美術館蔵）  江戸時代、浅
草蔵前の隅田川のほとりにあった首尾の松で、釣り
に興じる男女が描かれている

家臣を連れてよく江戸湾で釣りをしていた松平大和
守直矩（孝顕寺蔵）

江戸で花開いた釣りの文化
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続
け
よ
」
と
の
遺
言
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
生
類
憐
み
の
令
」
は
即
日
廃
止
さ
れ

ま
す
。
15
年
間
に
及
ぶ
釣
り
の
暗
黒
期

は
終
結
し
、
再
び
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

　

や
が
て
釣
り
の
愛
好
者
が
庶
民
層
に

ま
で
拡
大
す
る
と
、
一
般
向
け
の
釣
り

の
入
門
書
も
普
及
し
ま
す
。
１
７
７
０

年
（
明
和
７
）
に
出
版
さ
れ
た
木
版
刷
の

最
初
の
釣
り
の
書
物
『
漁
人
道
し
る

べ
』
は
『
何
羨
録
』
の
抜
粋
、
要
約
で

し
た
。
１
７
８
８
年
（
天
明
８
）
の
『
闇

の
あ
か
り
』
は
、
陸
釣
り
で
人
気
だ
っ

た
ボ
ラ
の
幼
魚
、
ス
バ
シ
リ
を
主
体
と

し
、
釣
り
道
具
屋
と
釣
り
場
も
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
年
に
は
江
戸
で
初

め
て
の
船
宿
も
開
業
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
浮
世
絵
に
も
し
ば
し
ば
描
か
れ
て

い
る
よ
う
に
、
釣
り
の
お
も
し
ろ
さ
に

女
性
た
ち
も
目
覚
め
た
の
が
、
こ
の
第

３
期
で
す
。

世
界
的
オ
ペ
ラ
歌
手
を

魅
了
し
た
日
本
の
釣
り
竿

　

江
戸
時
代
の
釣
り
道
具
は
世
界
最
高

水
準
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
平
和
な
時

代
に
軍
民
転
用
が
起
き
た
か
ら
で
す
。

釣
り
竿
に
は
弓
と
矢
の
加
工
技
術
が
使

わ
れ
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
竹
材
を
ま

っ
す
ぐ
に
伸
ば
し
て
竿
に
す
る
技
術
は
、

弓
矢
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
っ
た

の
で
す
。

　

釣
り
竿
を
丈
夫
で
美
し
い
も
の
に
す

る
の
は
漆
で
す
が
、
こ
れ
も
日
本
刀
の

鞘
を
漆
で
固
め
る
技
術
か
ら
き
て
い
ま

す
。
錘お
も
りも

鉛
の
鉄
砲
玉
か
ら
の
転
用
。

『
何
羨
録
』
の
図
版
を
見
る
と
多
様
な

形
の
錘
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
竹
が
な
い
の
で
木

製
の
釣
り
竿
で
し
た
。
英
国
の
修
道
女

の
ジ
ュ
リ
ア
ナ
・
バ
ー
ナ
ー
ズ
に
よ
る

『
釣
魚
論
』（
１
４
９
６
年
）
が
世
界
最
古
の

釣
り
の
本
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ

に
あ
る
釣
り
竿
の
つ
く
り
方
を
見
る
と
、

大
変
苦
労
し
て
い
ま
す
。
手
元
の
部
分

を
軽
く
す
る
た
め
、
焼
い
た
鉄
棒
を
木

の
枝
の
内
部
に
貫
通
さ
せ
て
抜
い
て
い

る
。
こ
れ
で
も
腕
の
延
長
に
過
ぎ
ず
、

日
本
の
竹
竿
の
よ
う
な
感
度
、
振
動
の

増
幅
作
用
は
望
め
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

和
竿
は
明
治
時
代
に
も
輸
出
産
品
の

一
つ
と
し
て
外
貨
を
稼
い
で
い
ま
し
た
。

ロ
シ
ア
生
ま
れ
の
世
界
的
オ
ペ
ラ
歌
手
、

シ
ャ
リ
ア
ピ
ン
は
昭
和
11
年
（
１
９
３
６
）

に
来
日
し
た
折
、
銀
座
の
和
竿
の
老
舗

「
東と
う
さ
く作

」
を
訪
ね
、
四
代
目
店
主
を

「
竿
師
の
ス
ト
ラ
デ
ィ
バ
リ
」
と
呼
び

ま
し
た
。
日
本
の
釣
り
竿
を
「
美
術

品
」
と
評
し
「
一
番
細
い
先
の
あ
の
繊

細
な
と
こ
ろ
な
ぞ
、
こ
と
ご
と
く
高
度

に
発
達
し
た
趣
味
か
ら
出
た
作
品
で
あ

る
。
日
本
で
は
魚
釣
り
そ
の
も
の
が
一

つ
の
芸
術
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」

と
絶
賛
し
て
い
ま
す
。
日
本
へ
旅
行
し

て
上
等
の
釣
り
竿
を
買
い
歩
く
の
が
シ

ャ
リ
ア
ピ
ン
の
長
年
の
夢
で
し
た
。
ち

な
み
に
、
歯
の
悪
い
彼
の
た
め
に
帝
国

ホ
テ
ル
の
料
理
長
が
考
案
し
た
特
別
メ

ニ
ュ
ー
が
「
シ
ャ
リ
ア
ピ
ン
ス
テ
ー

キ
」
で
す
。

な
ぜ
タ
ナ
ゴ
釣
り
が

江
戸
で
流
行
し
た
か

　

江
戸
時
代
の
釣
り
が
今
の
釣
り
と
も

っ
と
も
違
う
と
こ
ろ
は
、
リ
ー
ル
が
な

か
っ
た
こ
と
。
深
場
で
は
糸
巻
き
が
付

い
た
竿
を
使
っ
て
釣
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
が
、
大
部
分
は
手
釣
り
で
し
た
。

　

お
も
し
ろ
い
の
は
釣つ

り
鉤ば

り

の
硬
さ
。

今
の
釣
り
鉤
は
焼
き
が
し
っ
か
り
入
っ

『闇のあかり』里旭（りきょく）著（国立国会図書館蔵）
庶民向けの岡釣り（舟を使わない釣り）入門書。釣り場として「四ツ木」

「板橋」「亀有」「青砥」など都内の地名が並ぶ

四千石の旗本である津軽采女が
著した『何羨録』の表紙。現存する
最古の釣りの本で、1723（享保8）
年までに成立。上中下3巻からなる
提供：国立研究開発法人 水産
研究・教育機構

『何羨録』の「竿之部」に掲載された2種類の釣り竿。右が
3本つなぎの「継竿」。左端が長さ1尺余りから2尺ほどの｢招

（まねき）」で、深場でも使えるよう柄に糸巻きが付いている

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」
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て
折
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
釣
り
鉤
は

軟
ら
か
な
も
の
で
し
た
。
根
が
か
り

（
注
）
す
る
と
伸
び
る
よ
う
に
つ
く
っ
て

あ
っ
た
。
鉤
が
硬
す
ぎ
て
仕
掛
け
全
体

を
失
う
の
を
嫌
っ
た
の
で
す
。
曲
が
っ

た
釣
り
鉤
を
元
に
戻
す
道
具
「
鉤
曲

げ
」
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
鉤
が
曲
が

る
と
大
物
は
釣
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
も

う
あ
き
ら
め
て
い
た
の
で
す
。

　

エ
サ
に
つ
い
て
は
、『
何
羨
録
』
の
時

代
の
武
士
た
ち
は
ミ
ミ
ズ
や
ゴ
カ
イ
で

は
な
く
、
ハ
マ
グ
リ
や
エ
ビ
な
ど
を
使

い
ま
し
た
。
き
れ
い
で
こ
ざ
っ
ぱ
り
し

た
エ
サ
で
す
。
釣
果
よ
り
釣
趣
を
重
ん

じ
る
優
雅
な
遊
び
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

江
戸
で
は
、
繁
殖
期
に
美
し
い
体
色

に
な
る
タ
ナ
ゴ
釣
り
も
好
ま
れ
ま
し
た
。

火
事
が
多
か
っ
た
の
で
建
築
資
材
用
の

材
木
を
木
場
な
ど
の
運
河
に
浮
か
べ
て

お
り
、
そ
の
丸
太
の
下
に
よ
く
タ
ナ
ゴ

が
つ
い
た
の
で
す
。
小
さ
な
竿
と
鉤
で

釣
り
上
げ
る
、
江
戸
っ
子
の
粋
好
み
の

象
徴
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
「
大
名
や
豪
商
が
川
べ
り
に

金
屏
風
を
張
り
巡
ら
し
花お
い
ら
ん魁

を
は
べ
ら

せ
て
タ
ナ
ゴ
を
釣
っ
た
」
と
い
う
明
治

維
新
後
に
流
布
し
た
、
ま
こ
と
し
や
か

な
伝
説
は
嘘
で
す
。
徳
川
時
代
の
侍
や

商
人
は
庶
民
の
貧
窮
を
よ
そ
に
ぜ
い
た

く
や
道
楽
に
か
ま
け
て
い
た
、
と
す
る

「
江
戸
否
定
」
の
た
め
の
デ
マ
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
実
際
に
は
寒
さ
を
こ
ら
え
て

鼻
で
も
す
す
り
な
が
ら
釣
っ
て
い
た
は

ず
で
す
。

家
元
も
流
派
も
な
い

唯
一
の
伝
統
文
化

　

江
戸
以
外
の
地
方
の
釣
り
で
有
名
な

の
は
庄
内
藩
。「
名め
い
か
ん竿

は
名
刀
よ
り
得
難

し
」
と
言
い
、
武
道
の
鍛
錬
に
な
る
と

藩
を
挙
げ
て
釣
り
を
し
て
い
た
よ
う
で

す
。
た
し
か
に
、
苦に
が
た
け竹

（
真
竹
）
の
長
い

釣
り
竿
を
使
う
磯
釣
り
で
、
な
お
か
つ

城
下
か
ら
20
㎞
の
山
道
を
歩
い
て
磯
場

に
出
た
か
ら
、
足
腰
が
鍛
え
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
幕
末
の
戊
辰
戦
争
の
奥
羽

越
列
藩
同
盟
の
う
ち
、
会
津
藩
が
投
降

し
た
最
後
ま
で
負
け
な
か
っ
た
の
は
庄

内
藩
だ
け
で
し
た
。

　

庄
内
藩
の
北
隣
、
秋
田
の
久
保
田
藩

で
も
釣
り
が
盛
ん
で
、
代
表
す
る
人
物

は
狂
歌
師
と
し
て
も
知
ら
れ
た
手て
が
ら
の
お
か

柄
岡

持も
ち

（
本
名
、
平
沢
常
富
）。
江
戸
藩
邸
で
幕

閣
と
の
交
渉
な
ど
に
あ
た
る
要
職
、
留

守
居
役
を
務
め
て
い
ま
し
た
が
、
文
才

に
も
恵
ま
れ
、
朋ほ
う
せ
い
ど
う
き
さ
ん
じ

誠
堂
喜
三
二
の
名
で

小
説
類
も
執
筆
し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
秋
田
で
は
、
葉
を
剥
が
し

な
が
ら
成
長
さ
せ
固
く
締
ま
っ
た
ヨ
シ

に
漆
を
塗
っ
て
川
釣
り
用
の
釣
り
竿
に

し
ま
し
た
。
竹
の
分
布
の
北
限
な
の
で

ヨ
シ
で
代
用
し
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
江
戸
時
代
の
釣
り
文
化
を

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
と
り
わ
け
興
味

深
い
の
は
、
流
派
と
い
う
も
の
を
形
成

し
な
か
っ
た
こ
と
。
剣
術
は
も
ち
ろ
ん
、

茶
道
、
華
道
す
べ
て
家
元
と
流
派
が
存

在
し
ま
し
た
が
、
釣
り
だ
け
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
は
今
に
至
る
ま
で
続

い
て
い
ま
す
。『
何
羨
録
』
に
は
鉤
の
形

に
「
～
流
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
つ
く
っ
た
人
物
の
名
前
で
流
派

と
は
違
う
。
釣
り
は
、
き
わ
め
て
個
人

的
な
趣
味
で
あ
り
、「
家
」
や
「
型
」
に

と
ら
わ
れ
な
か
っ
た
唯
一
の
日
本
の
伝

統
文
化
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

（
２
０
１
８
年
4
月
25
日
取
材
）

江戸で花開いた釣りの文化

歴史

『東都花暦十景　木場ノ魚釣』渓斎英泉画（国立国会図書館蔵）
木場付近で釣りをする子ども。江戸時代、釣りは次第に庶民へと広がっ
ていった（注）根がかり

釣りの仕掛けが水底の岩や石、水草、
海藻といった障害物に引っかかること。

『何羨録』の「鉤之部」には33種類の釣り鉤が紹介されてい
る。形状が微妙に異なるうえ、多くの鉤には考案した人物の
名前が「～流」と記されている。武士の名が多い

『何羨録』の「錘之部」で記された多様な錘。錘の底面が丸い竿釣り
用と、底面が平らな舟での手釣り用がある
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魅力

Péter Frankl
1953年ハンガリー生まれ。1971年国際数学オリンピ
ック金メダル獲得。1977年数学博士号取得。1978
年ハンガリーサーカス学校で、舞台芸人の国家資格
を取得。1979年フランスに亡命。1980～88年は英
国、西ドイツ（当時）などに招かれ講演、共同研究を行
なうと同時に、各国の路上で大道芸を披露。 1987年
フランス国籍取得。1988年から日本在住。

インタビュー

ピーター フランクルさん

数学者／大道芸人

釣
り
を
極
め
て

「
道
」と
す
る
日
本
文
化

国
際
的
に
著
名
な
数
学
者
で
あ
り
、
か
つ
大

道
芸
人
で
も
あ
る
ピ
ー
タ
ー 
フ
ラ
ン
ク
ル

さ
ん
。
12
カ
国
語
を
話
せ
る
才
能
を
活
か

し
、
こ
れ
ま
で
世
界
1
0
0
カ
国
以
上
を
訪

れ
て
い
る
。
そ
ん
な
フ
ラ
ン
ク
ル
さ
ん
は
、

「
歳
を
重
ね
て
も
上
達
で
き
る
趣
味
を
も
ち

た
い
」
と
約
10
年
前
に
釣
り
を
始
め
た
と
い

う
。
フ
ラ
ン
ク
ル
さ
ん
に
釣
り
の
魅
力
、
そ

し
て
海
外
と
の
比
較
を
含
め
た
日
本
の
釣

り
文
化
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」　
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交
友
関
係
が
広
が
っ
た
の
は

釣
り
を
始
め
た
お
か
げ

　

釣
り
の
魅
力
は
、
何
歳
か
ら
始
め
て

も
上
達
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

ゴ
ル
フ
や
テ
ニ
ス
な
ど
、
体
を
動
か
す

ス
ポ
ー
ツ
は
体
力
勝
負
で
す
。
釣
り
も

体
は
動
か
し
ま
す
が
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
状
況
に
合
わ
せ
て
仕
掛
け
を
変
え

る
な
ど
、
経
験
を
積
む
ほ
ど
に
腕
が
磨

か
れ
る
。
そ
れ
は
釣
り
の
す
ば
ら
し
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

私
が
本
格
的
に
釣
り
を
始
め
た
の
も
、

50
代
半
ば
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
釣
り

経
験
と
い
え
ば
、
生
ま
れ
故
郷
の
ハ
ン

ガ
リ
ー
で
子
ど
も
の
こ
ろ
に
一
度
だ
け
。

そ
の
と
き
は
ま
っ
た
く
釣
れ
ず
、「
釣
り

は
自
分
の
領
域
で
は
な
い
」
と
思
っ
て

生
き
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
私
が
数
十
年
ぶ
り
に
釣
り
を

し
た
の
は
テ
レ
ビ
の
収
録
で
し
た
。
ス
タ

ッ
フ
の
方
々
の
サ
ポ
ー
ト
も
あ
り
、
２
日

間
で
10
枚
以
上
の
ヒ
ラ
メ
を
釣
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
思
い
の
ほ
か
楽
し
く
探
究

心
が
湧
い
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
雑
誌
や

釣
り
具
店
で
釣
り
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

情
報
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
降
、
乗
合
船
で
マ
ゴ
チ
釣
り

に
行
け
ば
そ
の
船
の
年
間
記
録
を
更
新

す
る
17
匹
を
釣
り
上
げ
、
ヒ
ラ
メ
釣
り

に
出
か
け
れ
ば
18
枚
も
釣
り
、
食
べ
き

れ
な
い
の
で
友
人
に
送
っ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
が
２
０
１
２
年
ご
ろ
で
す
。

　

釣
り
の
腕
が
上
達
し
た
理
由
の
一
つ

に
、
乗
合
船
で
の
釣
り
仲
間
と
の
出
会

い
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
人
で
あ
る
獣

医
師
と
は
毎
週
の
よ
う
に
千
葉
や
三
浦

沖
へ
釣
り
に
出
か
け
て
、
仕
掛
け
や
技

に
関
す
る
基
礎
を
教
わ
り
ま
し
た
。
ま

さ
に
関
東
で
の
釣
り
の
師
匠
と
い
え
る

存
在
で
す
。
彼
の
お
か
げ
で
大
き
な
マ

ダ
イ
を
何
度
も
釣
り
上
げ
ま
し
た
。

　

乗
合
船
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
の
方

と
の
ふ
れ
あ
い
が
お
も
し
ろ
く
、
情
報

交
換
し
て
気
が
合
え
ば
後
日
一
緒
に
釣

り
に
出
か
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

私
は
大
企
業
に
勤
め
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の

出
会
い
は
少
な
く
、
友
人
の
ほ
と
ん
ど

が
同
じ
数
学
者
か
大
学
教
授
で
し
た
。

し
か
し
、
釣
り
で
は
タ
ク
シ
ー
の
運
転

手
さ
ん
や
車
の
塗
装
を
手
が
け
て
い
る

人
な
ど
、
以
前
は
会
え
な
か
っ
た
人
た

ち
と
知
り
合
い
に
な
り
ま
し
た
。
釣
り

を
接
点
に
交
友
関
係
が
広
が
っ
た
こ
と

は
、
私
の
人
生
に
と
っ
て
大
き
な
変
化

で
す
。

　

さ
ら
に
、
釣
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
以
前
よ
り
季
節
の
移
り
変
わ

り
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
い
う
の
も
、
冬
は
大
洗
の
ヒ
ラ
メ
が

解
禁
に
な
り
ま
す
し
、
夏
は
相
模
湾
で

カ
ツ
オ
と
マ
グ
ロ
の
エ
サ
釣
り
が
解
禁
に

神奈川県横須賀市の久里浜港から
釣り船「平作丸（へいさくまる）」に乗り
込んでマダイ釣りに挑戦したピーター 
フランクルさん

釣りを極めて「道」とする日本文化
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な
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
梅
雨
の
時
期
は
、

千
葉
で
ヒ
ラ
マ
サ
が
多
く
釣
れ
ま
す
。

　

以
前
は
「
冬
は
寒
く
て
外
に
出
た
く

な
い
」「
日
本
の
夏
は
蒸
し
暑
く
て
苦

手
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
次

の
季
節
が
待
ち
遠
し
い
で
す
ね
。

特
定
の
魚
を
狙
っ
て

進
化
し
た
日
本
の
釣
り

　

こ
れ
ま
で
に
私
は
、
ハ
ワ
イ
や
タ
イ
、

ベ
ト
ナ
ム
な
ど
、
海
外
で
も
何
度
か
乗

合
船
で
の
釣
り
を
経
験
し
ま
し
た
。
海

外
で
は
特
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
定
め
ず
、

い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
魚
を
一
度
に
狙
う

「
五
目
釣
り
」
が
一
般
的
で
す
。
五
目

釣
り
は
仕
掛
け
も
単
純
で
、
複
数
の
鉤は
り

の
い
ち
ば
ん
下
に
錘お

も
りを
付
け
て
、
魚
が

か
か
る
の
を
待
つ
だ
け
。

　

し
か
も
、
た
い
て
い
半
日
が
釣
り
、

残
り
の
半
日
が
バ
ナ
ナ
ボ
ー
ト
や
パ
ラ

セ
ー
リ
ン
グ
な
ど
と
セ
ッ
ト
で
す
。
釣

り
は
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
一
環
と
し
て

気
軽
に
楽
し
む
も
の
。
最
後
は
釣
っ
た

魚
で
船
上
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
が
で
き
て
楽

し
い
の
で
す
が
、
釣
り
の
技
術
を
試
す

に
は
物
足
り
ま
せ
ん
。
ト
ロ
ー
リ
ン
グ

も
人
気
が
あ
り
ま
す
が
、
魚
が
か
か
る

ま
で
の
す
べ
て
の
工
程
を
乗
組
員
が
や

っ
て
く
れ
る
の
で
、
客
は
か
か
っ
た
魚

と
の
フ
ァ
イ
ト
を
楽
し
む
だ
け
。

　

そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
釣
り
は
、
マ

ダ
イ
な
ら
マ
ダ
イ
、
イ
ナ
ダ
な
ら
イ
ナ

ダ
と
特
定
の
魚
に
狙
い
を
定
め
、
し
か

も
そ
の
魚
に
特
化
し
た
仕
掛
け
ま
で
あ

る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
世
界
各
地
の
釣

具
屋
に
行
っ
て
も
、
日
本
の
有
名
な
メ

ー
カ
ー
の
リ
ー
ル
や
竿
、
仕
掛
け
が
た

く
さ
ん
置
い
て
あ
る
ん
で
す
よ
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
同
じ
魚
を

狙
う
に
し
て
も
、
地
方
に
よ
っ
て
仕
掛

け
さ
え
異
な
る
と
い
う
点
で
す
。
例
え

ば
マ
ダ
イ
。
瀬
戸
内
海
で
は
、
エ
サ
の

代
わ
り
に
タ
イ
ラ
バ
（
あ
る
い
は
タ
イ
カ
ブ

ラ
）
と
呼
ば
れ
る
ビ
ニ
ー
ル
や
ラ
バ
ー

に
色
づ
け
し
た
ル
ア
ー
を
仕
掛
け
に
す

る
の
が
一
般
的
で
す
。
秋
田
の
方
で
は
、

イ
ソ
メ
と
い
う
生
き
も
の
を
エ
サ
に
し

て
釣
り
ま
す
。
あ
る
い
は
外
房
付
近
で

は
「
テ
ン
ヤ
釣
り
」
と
い
っ
て
、
錘
と

鉤
が
一
体
化
し
た
釣
り
具
（
テ
ン
ヤ
）
に
、

エ
ビ
な
ど
の
エ
サ
を
付
け
て
狙
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
同
じ
マ
ダ
イ
で
も
、
と

に
か
く
地
方
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
方

法
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
多

く
は
地
域
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
統
的

な
方
法
で
す
。
都
道
府
県
の
多
く
が
海

に
面
し
て
い
る
日
本
で
す
が
、
か
つ
て
、

特
に
江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制
下
で
は
ほ

か
の
地
域
と
の
交
流
が
今
ほ
ど
盛
ん
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
な
か
で
、

な
ん
と
か
魚
を
食
べ
よ
う
と
、
地
域
ご

と
に
独
自
の
釣
り
文
化
が
発
展
し
て
い

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

た
ん
に
食
べ
る
た
め
な
ら
何
が
釣
れ

て
も
い
い
は
ず
で
す
が
、
特
定
の
魚
を

狙
う
た
め
に
仕
掛
け
を
工
夫
し
て
知
恵

を
絞
る
。
こ
れ
は
日
本
の
釣
り
の
と
て

も
優
れ
た
と
こ
ろ
で
、
技
を
極
め
る
と

い
う
意
味
で
ま
さ
に
「
釣
り
道
」
と
い

え
ま
す
。

　

ま
た
、
釣
り
人
の
間
で
は
、
狙
っ
て

い
な
い
魚
が
釣
れ
る
こ
と
を
「
外げ

道ど
う

」

と
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
イ
ナ
ダ
を
狙

っ
て
い
て
上
等
の
カ
ツ
オ
が
釣
れ
れ
ば

そ
れ
は
う
れ
し
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ

う
し
た
歓
迎
す
べ
き
外
道
は
「
ゲ
ス

ト
」
と
呼
ん
で
迎
え
入
れ
る
の
で
す
。

魚
や
環
境
を
守
る

海
外
の
取
り
組
み

　

環
境
先
進
国
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
魚
や

環
境
な
ど
の
資
源
を
守
る
た
め
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
私
の
乗
っ
た
釣
り
船
で
は
、
テ
ー

ブ
ル
の
上
に
各
種
の
魚
の
絵
が
描
い
て

あ
り
ま
し
た
。
釣
っ
た
魚
を
そ
の
絵
と

比
べ
て
小
さ
け
れ
ば
逃
が
す
べ
き
だ
と

い
う
考
え
で
、
厳
格
に
運
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
さ
す
が
環
境
先
進
国
だ
な
と
感

心
し
ま
し
た
。

　

日
本
で
も
規
則
を
設
け
て
い
る
場
所

は
あ
り
ま
す
が
、
海
外
ほ
ど
厳
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
資
源

を
守
る
た
め
に
は
、
日
本
も
海
外
を
参

考
に
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
の
母
国
で
あ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
は

海
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
バ
ラ
ト
ン
湖

と
い
う
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
湖
で

の
釣
り
が
主
流
で
す
。
近
年
バ
ラ
ト
ン

湖
で
は
、
水
質
を
よ
く
し
て
湖
全
体
の

観
光
価
値
を
上
げ
る
た
め
、
エ
ン
ジ
ン

付
き
の
釣
り
船
の
航
行
が
禁
止
さ
れ
ま

し
た
。

　

で
す
か
ら
釣
り
を
す
る
際
は
手
漕
ぎ

の
ボ
ー
ト
や
カ
ヤ
ッ
ク
、
ま
た
は
バ
ッ

テ
リ
ー
で
動
く
音
の
静
か
な
船
に
限
ら

れ
ま
す
。
こ
の
ル
ー
ル
を
設
け
た
こ
と

で
、
バ
ラ
ト
ン
湖
で
は
魚
が
増
え
、
釣

り
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

昨
年
、
釣
り
名
人
で
知
ら
れ
る
友
人

が
船
を
出
し
て
く
れ
て
、
バ
ラ
ト
ン
湖

で
幼
少
期
以
来
の
釣
り
を
し
ま
し
た
。

釣り上げたイナダ（ブリの幼魚）を手にするフランクルさん。ブリは
成長すると名前が変わる出世魚だが、地方ごとに呼び名が異な
る。関東はワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ、関西はツバス→ハマ
チ→メジロ→ブリ、北陸はコゾクラ→フクラギ→ガンド→ブリなど

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」
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バ
ラ
ト
ン
湖
で
の
釣
り
は
苦
い
思
い
出

し
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
は
ノ

ー
ザ
ン
パ
イ
ク
（
カ
ワ
カ
マ
ス
属
の
一
種
）
が

た
く
さ
ん
釣
れ
た
の
で
す
。
発
泡
ス
チ

ロ
ー
ル
に
入
れ
て
ブ
ダ
ペ
ス
ト
ま
で
持

ち
帰
り
、
友
人
が
腕
を
振
る
っ
た
料
理

を
、
彼
の
奥
さ
ん
と
３
人
で
楽
し
み
ま

し
た
。森

や
山
か
ら
の「
水
」が

釣
り
も
支
え
て
い
る

　

本
格
的
に
釣
り
を
始
め
て
10
年
ほ
ど

経
ち
ま
す
が
、
釣
り
は
私
に
と
っ
て

「
最
大
の
趣
味
」
と
い
え
る
も
の
で
す
。

　

以
前
、
久く

り里
浜は

ま

で
タ
チ
ウ
オ
釣
り
の

た
め
に
乗
っ
た
乗
合
船
で
、
80
歳
く
ら

い
の
男
性
と
隣
り
合
わ
せ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
以
前
は

自
分
の
車
で
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
へ
釣

り
に
出
か
け
た
そ
う
で
す
が
、
年
齢
を

考
え
て
車
の
運
転
は
や
め
、
今
は
電
車

で
移
動
し
な
が
ら
乗
合
船
で
の
釣
り
を

楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

年
配
な
が
ら
、
タ
チ
ウ
オ
を
10
匹
以
上

釣
り
上
げ
る
腕
前
に
感
心
し
ま
し
た
。

　

年
齢
を
重
ね
れ
ば
体
力
も
衰
え
ま
す

の
で
、
今
は
で
き
る
こ
と
も
次
第
に
難

し
く
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
エ
サ

釣
り
な
ら
電
動
リ
ー
ル
も
あ
り
ま
す
の

で
、
私
も
で
き
る
だ
け
長
く
釣
り
を
続

け
て
い
き
た
い
と
、
そ
の
方
を
見
て
い

て
思
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
海
外
に
行

っ
て
も
日
本
の
地
方
に
行
っ
て
も
、
釣

り
は
そ
の
土
地
の
人
た
ち
と
知
り
合
い

に
な
れ
る
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
ね
。

　

一
方
、
釣
り
は
自
然
と
の
つ
き
あ
い

で
も
あ
り
ま
す
。「
釣
り
は
森
か
ら
始
ま

る
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
魚
が
釣
れ

る
条
件
に
は
、
山
か
ら
川
、
あ
る
い
は

地
層
を
経
て
海
に
流
れ
込
む
「
水
」
が

大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

　

森
で
培
わ
れ
た
滋
養
分
が
川
を
通
じ

て
海
に
流
れ
込
み
、
そ
れ
が
魚
の
エ
サ

と
な
る
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
育
て
ま
す
。

栄
養
が
豊
富
な
場
所
に
は
魚
も
産
卵
し

ま
す
の
で
小
魚
が
増
え
、
そ
こ
に
小
魚

を
狙
う
大
き
な
魚
が
集
ま
っ
て
、
い
い

漁
場
に
な
り
ま
す
。
私
は
瀬
戸
内
海
で

よ
く
釣
り
を
し
ま
す
が
、
島
と
島
の
間

で
は
な
く
、
誰
も
住
ん
で
い
な
い
島
の

周
り
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
人
の
手
が
入

っ
て
い
な
い
た
め
、
森
か
ら
栄
養
豊
か

な
水
が
海
に
流
れ
込
み
、
そ
の
水
が
魚

た
ち
に
と
っ
て
理
想
的
な
環
境
を
育
む

か
ら
で
す
。

　

山
が
荒
廃
し
、
自
然
が
壊
さ
れ
れ
ば
、

豊
か
な
海
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
し

ょ
う
。
釣
り
を
始
め
る
ま
で
は
考
え
も

し
な
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
森
や
山
か

ら
の
水
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
、

釣
り
を
通
し
て
実
感
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

（
２
０
１
８
年
４
月
19
日
取
材
）

釣りを極めて「道」とする日本文化

魅力

1船長が指示するタナ（深さ）に仕掛けを投じ
て、数十秒に一度竿をあおって魚を誘う。4～
5分で新しいエサに換える 2早朝、釣り船に
荷物を積み込む 3自分の竿を船べりにしっか
り固定 4今日のエサはオキアミ。1匹だけ鉤
にかける 5魚を誘うコマセもオキアミ6フラン
クルさんの釣果。残念ながらマダイは釣れなか
ったものの、イナダ4匹、サバ、カサゴ、タカノハ
ダイが1匹ずつ、メバル4匹となった

12

4

6

3

5
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職
漁
師
由
来
の

謎
め
い
た
釣
り

―
テ
ン
カ
ラ
と
は
ど
の
よ
う
な
釣
り

な
の
か
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

渓
流
に
棲
む
イ
ワ
ナ
や
ヤ
マ
メ
、
ア

マ
ゴ
を
「
毛け

鉤ば
り

」
で
釣
る
方
法
を
テ
ン

カ
ラ
と
呼
び
ま
す
。
毛
鉤
と
は
、
鉤
の

軸
に
小
さ
な
羽
毛
を
糸
で
巻
い
て
水
生

昆
虫
に
似
せ
た
も
の
。
そ
の
毛
鉤
を
魚

が
潜
ん
で
い
そ
う
な
ポ
イ
ン
ト
に
打
ち

込
み
、
水
面
や
水
面
近
く
を
流
し
て
漂

わ
せ
、
本
物
の
水
生
昆
虫
と
間
違
え
て

飛
び
つ
い
た
魚
を
釣
り
上
げ
る
の
で
す
。

魚
が
身
を
躍
ら
せ
て
食
い
つ
く
瞬
間
が

見
え
る
の
で
と
て
も
ス
リ
リ
ン
グ
で
す

し
、
竿
と
糸
と
毛
鉤
だ
け
の
シ
ン
プ
ル

な
仕
掛
け
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

徐
々
に
人
気
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

―
釣
り
に
必
要
な
も
の
は
六
物
（
釣
り

鉤
、
糸
、
竿
、
エ
サ
、
錘
、
浮
き
）
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
テ
ン
カ
ラ
は
毛
鉤
、
糸
、
竿
の

「
三
物
」。
特
殊
な
の
で
す
ね
。

　

三
物
で
成
り
立
つ
釣
り
は
、
テ
ン
カ

ラ
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か

も
、
テ
ン
カ
ラ
の
毛
鉤
は
凝
ら
な
く
て

も
大
丈
夫
で
す
。
見
栄
え
が
よ
く
な
く

て
も
十
分
釣
れ
ま
す
。
こ
れ
は
先
達
が

見
つ
け
た
知
恵
で
す
。
そ
も
そ
も
テ
ン

カ
ラ
は
、
山
奥
の
渓
流
で
イ
ワ
ナ
を
釣

り
、
そ
の
魚
を
乾
燥
さ
せ
て
温
泉
宿
な

ど
に
運
ん
で
い
た
「
職し
ょ
く
り
ょ
う
し

漁
師
」
由
来
の

釣
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
30
年
代

ま
で
、
職
漁
師
た
ち
は
夏
に
な
る
と
山

奥
の
渓
流
の
そ
ば
に
簡
単
な
小
屋
を
つ

く
り
、
数
人
で
共
同
生
活
し
な
が
ら
魚

を
釣
っ
て
い
ま
し
た
。

　

テ
ン
カ
ラ
と
い
う
言
葉
が
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
今
か
ら
40
～
50
年

前
。
か
つ
て
は
「
毛
鉤
」
や
「
毛
釣

り
」
な
ど
の
呼
び
方
が
あ
り
ま
し
た
が
、

テ
ン
カ
ラ
と
い
う
名
称
に
集
約
さ
れ
ま

し
た
。
語
源
も
調
べ
た
の
で
す
が
、
は

っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

発
祥
地
も
不
明
で
す
。
新
潟
と
長
野
の

県
境
に
あ
る
秋
山
郷
（
長
野
県
下し
も

水み
の
ち内

郡ぐ
ん

栄

村
）
の
毛
鉤
は
秋
田
の
マ
タ
ギ
が
伝
え

た
と
の
説
も
あ
り
ま
す
が
、
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
イ
ワ
ナ
釣
り
の
記
録
な
ら

ば
元
禄
年
間
（
１
６
８
８
￨
１
７
０
４
）
ま
で

遡
れ
ま
す
。
１
６
９
４
年
（
元
禄
7
）
に

加
賀
藩
奥
山
廻
り
役
（
注
１
）
が
記
し
た

『
宗
兵
衛
記
録
』
に
、「
黒
部
川
で
イ
ワ
ナ

を
獲
っ
て
い
る
五
人
組
を
見
つ
け
た
の

テンカラ

（注1）奥山廻り役

加賀藩が立山・奥黒部の国境の監視のために設け
た役で、有力な百姓がその任にあたった。時代が下る
と木材盗伐や密貿易の取り締まりに力を注いだ。

無駄をそぎ落とした究極の釣り
「テンカラ」

川
の
上
流
部
に
棲
み
、
水
生
昆
虫
を
食
す
イ
ワ
ナ
や
ヤ
マ
メ
、
ア
マ
ゴ

を
釣
る
「
テ
ン
カ
ラ
」
。
使
う
の
は
、
竿
と
糸
と
毛
鉤
の
３
点
だ
け
と

い
う
、
至
っ
て
シ
ン
プ
ル
な
釣
り
が
近
年
人
気
を
集
め
て
い
る
。
国
内

外
の
講
習
会
を
通
じ
て
、
テ
ン
カ
ラ
の
方
法
と
魅
力
を
伝
え
る
「
テ
ン

カ
ラ
大
王
」
こ
と
愛
知
工
業
大
学
名
誉
教
授
の
石
垣
尚
男
さ
ん
に
、
テ

ン
カ
ラ
の
歴
史
や
魅
力
、
海
外
で
の
反
応
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」　
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で
、
小
屋
を
壊
し
た
う
え
で
釈
放
し

た
」
と
い
う
記
述
が
残
っ
て
い
ま
す
。

釣
り
方
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

の
五
人
組
が
職
漁
師
だ
と
す
れ
ば
毛
鉤

で
釣
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

職
漁
師
は
多
い
と
き
に
一
日
２
０
０
匹

釣
り
上
げ
た
そ
う
で
す
か
ら
、
い
ち
い

ち
本
物
の
虫
を
採
っ
て
鉤
に
つ
け
る
よ

う
な
手
間
は
か
け
ず
、
１
本
の
毛
鉤
で

パ
ッ
と
釣
っ
て
は
魚
籠
に
入
れ
、
す
ぐ

さ
ま
竿
を
振
る
よ
う
な
効
率
の
よ
い
釣

り
方
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

　

山
間
に
暮
ら
す
人
た
ち
が
た
ん
ぱ
く

質
を
確
保
し
た
伝
統
的
な
技
。
そ
れ
が
、

テ
ン
カ
ラ
と
し
て
生
き
つ
づ
け
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

釣
れ
る
魚
だ
け
釣
る

テ
ン
カ
ラ
の
優
し
さ

―
釣
り
、
そ
し
て
テ
ン
カ
ラ
と
の
出

合
い
は
？

　

興お
き
つ
が
わ

津
川
の
河
口
部
で
生
ま
れ
育
っ
た

の
で
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
海
や
川
で

遊
ん
で
い
ま
し
た
。
小
学
校
５
年
生
か

ら
ア
ユ
の
ど
ぶ
釣
り
（
注
２
）
を
し
て
い

ま
し
た
し
、
中
学
生
で
は
キ
ス
釣
り
も

始
め
ま
し
た
。
大
学
生
に
な
っ
て
も
帰

省
す
れ
ば
釣
り
を
し
て
い
ま
し
た
ね
。

　

テ
ン
カ
ラ
に
出
合
っ
た
の
は
27
歳
の

と
き
で
す
。
あ
る
日
、
愛
知
県
の
神か
み
こ
し越

川が
わ

上
流
で
エ
サ
釣
り
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
ま
っ
た
く
釣
れ
ま
せ
ん
。
す
る
と

後
か
ら
来
た
人
が
さ
っ
と
支
度
し
て
テ

ン
カ
ラ
を
始
め
て
、
目
の
前
で
ア
マ
ゴ

を
２
匹
釣
り
上
げ
て
去
っ
て
い
き
ま
し

た
。
驚
き
ま
し
た
よ
。
そ
れ
が
テ
ン
カ

ラ
と
の
出
合
い
で
す
。
本
を
読
ん
で
勉

強
し
て
「
よ
し
、
テ
ン
カ
ラ
を
や
っ
て

み
よ
う
！
」
と
。
エ
サ
釣
り
、
ル
ア
ー

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
も
続
け
ま
し
た
が
、

徐
々
に
テ
ン
カ
ラ
だ
け
に
な
り
ま
し
た
。

―
テ
ン
カ
ラ
一
筋
に
な
っ
た
理
由
は
。

　

子
ど
も
の
遊
び
に
は
、
だ
ま
し
た
り

だ
ま
さ
れ
た
り
す
る
も
の
が
多
い
で
す

ね
。
し
か
も
そ
れ
が
楽
し
い
。
テ
ン
カ

ラ
も
同
じ
で
、
毛
鉤
と
い
う
ニ
セ
モ
ノ

で
だ
ま
し
て
釣
る
も
の
。「
だ
ま
し
ち
ゃ

っ
た
ぜ
！ 

わ
っ
は
っ
は
！
」
と
い
う

よ
う
な
本
能
的
な
お
も
し
ろ
さ
と
遊
び

心
が
あ
り
ま
す
。

　
　

（注2）どぶ釣り

清流の淵やよどみに毛鉤を沈めてアユを釣る方
法。江戸時代末期ごろ金沢に始まり、小田原や
静岡地方に伝わる。「沈め釣り」ともいわれる。

Hisao Ishigaki
1947年静岡県生まれ。東京教育大学（現・筑波大
学）体育学部卒業。医学博士。動体視力研究の第一
人者。27歳でテンカラと出合う。各地で開く講習会で
は科学的分析をもとにわかりやすく指導することから

「テンカラ大王」と呼ばれ親しまれている。アメリカやイギ
リスなど海外でも指導・普及活動を行なう。釣り関連の
著書に『超明快レベルラインテンカラ』、DVD『テンカ
ラ新戦術』など、研究者としての著書に『スポーツ選手
なら知っておきたい「眼」のこと』などがある。

インタビュー

石垣 尚男さん

愛知工業大学名誉教授

天然のイワナとヤマメが棲む小菅川（山梨県）の源
流域で竿を振る石垣さん。このエリアは小菅村漁協
が1人5匹までの「持ち帰り制限」を設定している

テンカラで用いる手巻きの毛鉤。「凝った装飾は
必要ないし、色も形も自由です。それで釣れます」
と石垣さん。ただし、魚をできるだけ傷つけないた
めに、バーブレスフック（アゴなし鉤）が望ましい

無駄をそぎ落とした究極の釣り「テンカラ」
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テ
ン
カ
ラ
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ

て
ア
メ
リ
カ
で
発
展
し
た
フ
ラ
イ
フ
ィ

ッ
シ
ン
グ
（
フ
ラ
イ
）
と
よ
く
比
較
さ
れ

ま
す
。
フ
ラ
イ
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
と

リ
ー
ル
が
開
発
さ
れ
、
ド
ラ
イ
フ
ラ
イ

と
い
う
水
面
に
浮
く
毛
鉤
を
つ
く
る
方

法
も
編
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

フ
ラ
イ
は
魚
を
釣
る
目
的
の
た
め
に
、

い
ろ
い
ろ
と
「
付
け
足
し
て
い
く
」
わ

け
で
す
。
と
こ
ろ
が
テ
ン
カ
ラ
は
「
必

要
な
も
の
は
こ
れ
だ
け
」
と
削
っ
て
い

っ
た
結
果
、
道
具
は
最
小
限
の
三
物
で

す
。
テ
ン
カ
ラ
は
付
け
足
す
の
で
は
な

く
「
削
っ
て
い
く
」
釣
り
な
の
で
す
。

―
「
起
き
て
半
畳
寝
て
一
畳
」
と
い

う
よ
う
に
、
多
く
を
求
め
ず
、
無
駄
な

も
の
は
そ
ぎ
落
と
し
て
い
く
日
本
古
来

の
精
神
性
の
現
れ
で
し
ょ
う
か
？

　

昔
、
日
本
人
は
貧
し
か
っ
た
で
す
ね
。

で
も
、
も
の
が
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
知

恵
や
工
夫
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、

部
屋
に
ち
ゃ
ぶ
台
を
置
け
ば
食
卓
に
な

り
、
片
づ
け
て
布
団
を
敷
け
ば
寝
室
に

も
な
る
。
一
つ
の
も
の
で
い
ろ
い
ろ
と

賄
っ
て
し
ま
う
の
は
、
生
活
の
な
か
で

日
本
人
が
編
み
出
し
た
知
恵
で
し
ょ
う
。

　

テ
ン
カ
ラ
も
同
じ
で
、
毛
鉤
は
１
種

類
あ
れ
ば
い
い
の
で
す
。「
こ
の
毛
鉤
で

出
て
き
て
く
れ
な
い
な
ら
、
ま
た
今
度

釣
れ
ば
い
い
さ
」
と
考
え
て
、
次
の
ポ

イ
ン
ト
に
向
か
う
。
自
分
の
腕
と
竿
と

毛
鉤
が
届
く
範
囲
で
、
そ
の
と
き
反
応

す
る
魚
だ
け
を
釣
っ
て
楽
し
む
。
手
を

替
え
品
を
替
え
、
何
が
な
ん
で
も
魚
を

引
き
ず
り
出
そ
う
と
す
る
釣
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
テ
ン
カ
ラ
は
、
日
本
人
の

自
然
に
対
す
る
優
し
さ
が
現
れ
た
釣
り

と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

テ
ン
カ
ラ
は
海
を
越
え

「T
EN

K
A

R
A

」へ

―
海
外
で
テ
ン
カ
ラ
人
気
が
高
ま
っ

て
い
る
と
い
う
の
は
本
当
で
す
か
。

　

は
い
。
日
本
よ
り
人
気
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。
ア
メ
リ
カ
に
は
、“the 

m
ore you know

, the less you 
need

”（
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
必
要
な
も
の
は
少
な
く

な
る
）
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。

今
、
ア
メ
リ
カ
で
テ
ン
カ
ラ
が
「T

EN
 

K
A

RA

」（
テ
ン
カ
ー
ラ
）
と
呼
ば
れ
注
目
さ

れ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
テ
ン
カ
ラ
の

あ
り
方
が
、
こ
の
こ
と
わ
ざ
の
本
質
に

触
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
物

質
文
化
の
方
向
に
突
き
進
ん
で
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
「
生
き
る
た
め
に
、
そ

ん
な
に
い
ろ
い
ろ
必
要
な
の
？
」
と
考

え
る
人
た
ち
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
テ

ン
カ
ラ
は
ま
さ
に
「
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

必
要
な
も
の
が
少
な
く
な
る
」
釣
り
。

テ
ン
カ
ラ
を
知
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
人
た

ち
は
「
こ
ん
な
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
釣

れ
る
じ
ゃ
な
い
か
！
」
と
感
激
し
て
、

テンカラの標準的な仕掛け

1撮影のために20分だけ滞在した小菅川の源流域で天然ヤマメを2匹も釣り上げた石垣さん。
ヤマメを弱らせないよう慎重に川へ戻した 2水面漂う水生昆虫を装って毛鉤を流す 3鉤の重
さによって毛鉤は水面から5～10cm沈む。それくらいが魚の習性に適した深さという

【竿】
テンカラ竿
3.4～3.8ｍ

ライン
竿と同じ長さ

【糸】

【毛鉤】

ハリス
1ｍほど

12

3

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」
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「
い
い
釣
り
だ
、
ク
ー
ル
だ
」
と
認
め

て
い
ま
す
。
ク
ー
ル
と
言
わ
れ
る
の
は
、

「
三
物
で
釣
る
。
こ
れ
で
釣
れ
な
け
れ

ば
し
か
た
な
い
」
と
あ
き
ら
め
る
「
潔

さ
」
に
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
最
初
か
ら
そ
う
だ
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
海
外
で
テ

ン
カ
ラ
の
講
習
会
を
初
め
て
行
な
っ
た

の
は
２
０
０
９
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
。

反
応
は
冷
た
か
っ
た
で
す
ね
。
リ
ー
ル

は
な
い
し
、
竿
も
入
れ
子
構
造
の
振
り

出
し
竿
。
ア
メ
リ
カ
の
人
た
ち
か
ら
見

る
と
、
子
ど
も
が
や
る
よ
う
な
「
チ
ー

プ
」
な
釣
り
な
ん
で
す
。
翌
年
は
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
行
き
ま
し
た
が
反
応

は
変
わ
ら
ず
。
と
こ
ろ
が
、
２
０
１
１

年
の
モ
ン
タ
ナ
州
で
は
80
～
90
名
が
参

加
し
ま
し
た
。
テ
ン
カ
ラ
が
知
ら
れ
は

じ
め
て
、
見
る
目
が
変
わ
っ
た
の
で
す
。

　

私
の
テ
ン
カ
ラ
の
弟
子
に
ダ
ニ
エ
ル
・

W
・
ガ
ル
ハ
ル
ド
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
が

い
ま
す
。
彼
に
は
テ
ン
カ
ラ
だ
け
で
な

く
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
も
教
え
ま
し

た
。
ダ
ニ
エ
ル
が
テ
ン
カ
ラ
U
S
A
と

い
う
会
社
を
立
ち
上
げ
て
テ
ン
カ
ラ
の

イ
ベ
ン
ト
を
開
き
、
私
が
講
演
す
る
こ

と
を
続
け
た
効
果
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

２
０
１
７
年
の
コ
ロ
ラ
ド
州
で
は
、

２
０
０
名
ほ
ど
集
ま
り
ま
し
た
。
飛
行

機
に
乗
っ
て
き
た
人
も
い
ま
し
た
ね
。

海
外
の
人
た
ち
はT

EN
K

A
RA

を
題

材
に
動
画
を
投
稿
し
て
い
ま
す
し
、
ア

メ
リ
カ
に
は
テ
ン
カ
ラ
の
プ
ロ
ガ
イ
ド

ま
で
い
ま
す
。

水
を
抜
き
に
し
て

釣
り
と
魚
は
語
れ
な
い

―
石
垣
さ
ん
に
と
っ
て
テ
ン
カ
ラ
と

は
ど
ん
な
存
在
で
す
か
？

　

テ
ン
カ
ラ
が
あ
る
か
ら
生
き
て
い
け

る
。
そ
れ
く
ら
い
大
き
な
も
の
で
す
。

テ
ン
カ
ラ
に
出
合
っ
て
40
年
以
上
、
年

間
50
日
は
竿
を
振
っ
て
い
る
の
に
ま
っ

た
く
飽
き
ま
せ
ん
。
テ
ン
カ
ラ
を
楽
し

ん
で
、
家
に
帰
っ
て
き
た
途
端
に
「
ま

た
行
き
た
い
な
」
と
思
う
く
ら
い
で
す
。

―
行
き
た
い
な
、
と
思
う
と
き
、
ど

ん
な
光
景
が
脳
裏
に
浮
か
び
ま
す
か
。

「
自
分
が
渓
流
に
佇
ん
で
い
る
イ
メ
ー

ジ
」
で
す
ね
。
美
し
い
緑
の
な
か
、
き

れ
い
な
水
が
流
れ
て
い
て
、
鳥
が
さ
え

ず
っ
て
い
る
―
―
そ
う
い
う
空
間
に
立

っ
て
い
る
自
分
を
想
像
す
る
だ
け
で
幸

せ
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ

に
は
必
ず
水
が
あ
る
。「
釣
り
で
大
事
な

の
は
魚
で
し
ょ
う
？
」
と
思
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
水
な
く
し
て
魚
は
語
れ

ま
せ
ん
。

　

川
の
水
は
千
変
万
化
で
す
。
水
量
、

濁
り
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
変
化
し
つ
づ

け
ま
す
。
そ
の
水
の
な
か
に
魚
は
い
る
。

釣
り
人
は
「
増
水
し
て
水
位
が
10
㎝
高

い
。
魚
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
？
」「
今
は

水
温
が
低
い
け
れ
ど
、
太
陽
に
照
ら
さ

れ
て
上
が
る
は
ず
。
何
度
に
な
れ
ば
魚

は
活
性
化
す
る
か
な
？
」
と
考
え
ま
す

が
、
そ
の
と
き
は
魚
で
は
な
く
水
に
つ
い

て
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
魚
を
語
る

こ
と
は
、
水
を
語
る
こ
と
な
の
で
す
。

―
初
め
て
テ
ン
カ
ラ
を
体
験
し
て
２

匹
釣
り
ま
し
た
。
虜
に
な
り
そ
う
で
す
。

　

そ
う
で
し
ょ
う
！ 

そ
う
い
う
人
を

増
や
し
た
い
と
講
習
会
を
続
け
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
、
テ
ン
カ
ラ
と
い
う
釣
り

そ
の
も
の
が
お
も
し
ろ
い
の
で
、「
魚
を

持
っ
て
帰
り
た
い
」
と
か
「
た
く
さ
ん

釣
り
た
い
」
と
い
う
欲
が
だ
ん
だ
ん
な

く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。　

　

つ
ま
り
、
テ
ン
カ
ラ
が
普
及
す
る
と
、

魚
が
今
よ
り
も
生
き
残
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
自
分
の
趣
味
の
た
め
だ
け
に

魚
を
ご
っ
そ
り
釣
っ
て
持
ち
帰
る
の
で

は
な
く
、
自
然
へ
の
負
荷
を
な
る
べ
く

か
け
ず
、
み
ん
な
で
楽
し
ん
で
シ
ェ
ア

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
生
態
系
サ
ー

ビ
ス
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
な
こ
れ
か
ら

の
時
代
、
テ
ン
カ
ラ
は
非
常
に
よ
い
釣

り
の
手
段
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
２
０
１
８
年
4
月
20
～
21
日
取
材
）

無駄をそぎ落とした究極の釣り「テンカラ」

テンカラ

45山梨県北都留郡小菅村で行なわれた「第4回小菅川テンカラ教室」。石垣さんが2日間で
32名の参加者にテンカラを手ほどき。主催は小菅村の廣瀬屋旅館、共催はアゴなし鉤の普及に
取り組むＮＰＯ法人バーブレスフック普及協会。石垣さんは同協会の監事も務める 67アメリカ
のコロラド州で行なわれた石垣さんのTENKARA講習会。海外での認知度は年々高まっている

4

6

5
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「
和
竿
」で
挑
戦
！

Shinkichi Mitsuki
1948年東京都生まれ。中学校1年生から板前修業を始
め、「京橋 与志乃（よしの）」の吉祥寺支店を経て、1970
年、東京・深川に「すし 三ツ木」を開店。釣り好きが高じ
て和竿づくりを始め、のちに江戸和竿師・四代目竿治に
師事し、「新治（しんじ）」の竿銘を与えられる。江東区認
定の伝統工芸マイスターとして、今も和竿づくりに日々取
り組む。著書に『寿司屋の親父のひとり言』がある。

ナビゲーター

三ツ木新吉さん

「すし 三ツ木」店主／和竿職人

江戸前 のハゼ釣りに

江
戸
で
始
ま
っ
た
釣
り
は
、
時
代
を
追
う
ご
と
に
庶
民
へ
と

広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
は
、
竹
を
材
料

と
す
る
日
本
古
来
の
竿
「
和わ

竿ざ
お

」
だ
。
『
何か

せ
ん
ろ
く

羨
録
』
に
倣
い
、

和
竿
を
使
っ
て
か
つ
て
の
江
戸
の
人
々
が
楽
し
ん
だ
釣
り
を

体
験
し
た
い
と
、
東
京
・
深
川
で
「
す
し 

三
ツ
木
」
を
営
む

傍
ら
和
竿
も
製
作
す
る
三
ツ
木
新
吉
さ
ん
に
協
力
を
仰
ぎ
、

和
竿
を
用
い
た
江
戸
前
の
魚
釣
り
に
挑
戦
し
た
。

編集部体験

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」
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江戸前 のハゼ釣りに

江戸前のハゼ釣りに「和竿」で挑戦！
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和
竿
の
よ
さ
は

手
ご
た
え
と
美
し
さ

　

シ
ャ
ッ
シ
ャ
ッ
シ
ャ
ッ
シ
ャ
ッ
…
…
。

竹
を
削
る
や
す
り
の
音
が
響
く
。
前
掛

け
を
つ
け
て
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
男
性
が
、

時
折
手
を
休
め
て
、
顔
の
前
に
竹
を
か

ざ
し
て
目
を
凝
ら
す
。「
ち
ょ
っ
と
膨
ら

ん
で
る
な
ぁ
」
と
つ
ぶ
や
き
、
再
び
や

す
り
を
掛
け
は
じ
め
る
―
―
。

　

こ
の
男
性
は
三
ツ
木
新
吉
さ
ん
。
東

京
・
深
川
の
「
す
し 

三
ツ
木
」
の
店

主
で
、
和
竿
を
つ
く
る
職
人
で
も
あ
る
。

取
材
は
三
ツ
木
さ
ん
が
つ
く
っ
た
和
竿

を
お
借
り
す
る
た
め
、
事
前
に
和
竿
づ

く
り
の
一
端
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

和
竿
と
は
、
天
然
の
竹
（
注
1
）
を
主

な
材
料
と
し
た
釣
り
竿
の
こ
と
。
昭
和

20
年
代
に
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
は
じ
め

た
六
角
形
の
竿
と
区
別
す
る
た
め
に
、

そ
の
名
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

さ
れ
る
。
竿
に
漆
を
塗
っ
て
あ
る
の
が

特
徴
で
、
竹
を
一
本
そ
の
ま
ま
用
い
た

「
延
べ
竿
」
と
、
数
本
の
短
い
竿
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
て
使
う
「
継
ぎ
竿
」（
Ｐ
21
写
真

8 

9
）
が
あ
る
。

　

東
京
近
辺
に
い
る
ハ
ゼ
、
キ
ス
、
フ

ナ
、
タ
ナ
ゴ
と
い
っ
た
魚
種
ご
と
に
つ

く
ら
れ
た
竿
は
「
江
戸
和
竿
」
と
呼
ば

れ
る
。
開
祖
は
天
明
年
間
（
１
７
８
１
-

１
７
８
９
）
に
下し

た
や谷

い
な
り
町
で
開
業
し

た
泰た
い

地ち

や屋
東と

う
さ
く作

と
さ
れ
る
。
釣
り
の
最

中
に
誤
っ
て
和
竿
を
海
に
落
と
し
た
こ

と
を
機
に
和
竿
づ
く
り
を
始
め
た
三
ツ

木
さ
ん
が
、
研
究
生
と
し
て
教
え
を
請

う
た
四
代
目
竿さ
お

治じ

（
糸
賀
一
隆
さ
ん
）
も
そ

の
系
譜
に
連
な
る
。

　

和
竿
の
よ
さ
に
つ
い
て
、
三
ツ
木
さ

ん
は
こ
う
語
る
。

「
第
一
に
『
釣
り
味
』
で
す
ね
。
魚
が

エ
サ
に
食
い
つ
い
た
と
き
の
手
ご
た
え

が
よ
く
わ
か
る
。
ほ
か
の
素
材
の
竿
で

は
ち
ょ
っ
と
味
わ
え
な
い
繊
細
さ
が
あ

り
ま
す
。
第
二
に
『
竿
の
美
し
さ
』。

漆
塗
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
和
竿
は

魚
が
掛
か
る
と
美
し
い
弧
を
描
く
の
で

す
。
他
人
か
ら
『
き
れ
い
な
竿
だ
な
』

と
思
わ
れ
た
い
。
し
か
も
自
分
で
つ
く

っ
た
竿
で
。
一
種
の
美
学
か
も
し
れ
な

い
ね
」
と
笑
う
。

　

若
い
こ
ろ
は
人
の
２
倍
釣
ろ
う
と
し

ゃ
か
り
き
だ
っ
た
が
、
和
竿
を
つ
く
り

は
じ
め
て
「
こ
の
竿
で
楽
し
く
き
れ
い

に
釣
ろ
う
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
そ

う
だ
。別

々
の
竹
か
ら

一
本
の
竿
を
仕
立
て
る

　

三
ツ
木
さ
ん
の
言
う
「
釣
り
味
」
の

よ
さ
。
そ
れ
は
し
な
や
か
で
弾
力
性
に

富
む
竹
と
い
う
素
材
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
そ
れ
だ
け
に
竹
の
選
び
方
と

扱
い
方
は
重
要
だ
。
三
ツ
木
さ
ん
の
作

業
部
屋
に
は
大
量
の
竹
が
ス
ト
ッ
ク
さ

れ
て
い
る
。

「
真
円
状
で
節
目
が
詰
ま
っ
て
い
る
の

が
い
い
竹
で
す
が
、
１
０
０
本
の
う
ち

10
本
あ
る
か
ど
う
か
。
竹
は
11
月
に
山

か
ら
切
り
出
し
、
青
竹
の
ま
ま
火
で
あ

ぶ
っ
て
脂
を
抜
い
て
、
３
月
３
日
の
ひ

な
祭
り
ま
で
外
で
干
し
、
室
内
で
保
管

（注1）天然の竹

和竿で用いる竹には、布袋竹（ほていちく）、真竹（まだけ）、淡竹（はちく）、黒竹
（くろちく）、矢竹（やだけ）、丸節竹（まるぶしちく）、高野竹（こうやちく）などがある。

1三ツ木さんのお店の2階に展示されている江戸和竿 2三ツ木さんが釣り大会で優勝したときに用いた手製のキス竿 
3平やすりで竹を削って継ぎ目を合わせる 4竹の曲がりや膨らみ具合を見る三ツ木さん。竹は必ず曲がっているので温
めて矯正したり、削ったりする作業が欠かせない

手
間
を
惜
し
ま
ず

妥
協
せ
ず

―
三
ツ
木
さ
ん
の
和
竿
づ
く
り

12

4 3

和
竿
づ
く
り

見
学
編

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」
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す
る
の
で
す
」（
三
ツ
木
さ
ん
）

　

夜
中
に
「
カ
リ
ッ
、
カ
リ
ッ
」
と
い

う
音
が
す
れ
ば
、
そ
れ
は
虫
が
竹
を
食

っ
て
い
る
証
拠
。
ど
こ
に
潜
ん
で
い
る

か
探
っ
て
虫
を
退
治
す
る
。
質
の
よ
い

竹
ほ
ど
虫
が
好
む
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。

　

和
竿
づ
く
り
、
特
に
継
ぎ
竿
は
、
ど

の
竹
の
ど
の
部
位
を
切
り
出
し
て
使
う
か

を
決
め
る
「
切
り
組
み
」
か
ら
始
ま
る
。

「
対
象
魚
や
竿
の
長
さ
に
応
じ
て
、
何

本
継
ぐ
か
を
決
め
て
竹
を
選
び
ま
す
。

通
常
は
部
位
ご
と
に
別
々
の
竹
か
ら
切
り

出
し
ま
す
。
同
じ
竹
で
は
繊
維
の
流
れ
や

硬
さ
が
一
緒
な
の
で
、
腰
の
弱
い
（
柔
ら
か

い
）
竿
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
」

　

継
ぎ
竿
に
は
「
並な
み
つ
ぎ継

」
と
、
江
戸
和

竿
の
開
祖
・
東
作
が
編
み
出
し
た
と
さ

れ
る
「
印い
ん
ろ
う
つ
ぎ

籠
継
」
の
２
種
類
が
あ
り
、

印
籠
継
の
方
が
よ
り
手
間
が
か
か
る
。

和
竿
は
継
ぎ
目
が
し
っ
か
り
合
っ
て
い

な
い
と
、
魚
が
掛
か
っ
た
と
き
に
「
へ

の
字
」
に
折
れ
曲
が
っ
て
し
ま
う
。
三

ツ
木
さ
ん
は
天
井
に
竿
を
押
し
当
て
て
、

曲
が
り
具
合
を
何
度
も
見
て
い
た
。「
へ

の
字
」
に
な
る
の
は
竿
師
最
大
の
恥
と

さ
れ
、
あ
る
程
度
作
業
が
進
ん
で
い
て

も
別
の
竹
で
つ
く
り
直
す
。

好
み
に
合
わ
せ
た

自
分
だ
け
の
竿

　

冒
頭
で
三
ツ
木
さ
ん
が
や
す
り
を
掛

け
て
い
た
の
は
キ
ス
用
の
「
手
バ
ネ

竿
」（
注
2
）
の
穂
先
だ
。
継
ぎ
目
が
ぴ
た

り
と
合
っ
た
の
で
、
次
に
細
か
い
番
手

の
紙
や
す
り
で
穂
先
全
体
を
磨
き
は
じ

め
た
。

「
漆
を
塗
る
前
の
こ
の
磨
き
が
大
切
。

漆
の
乗
り
の
良
し
悪
し
が
決
ま
る
。
ほ

ら
、
艶
が
出
て
き
た
で
し
ょ
う
？
」
と

言
い
な
が
ら
三
ツ
木
さ
ん
の
手
は
止
ま

ら
な
い
。
江
戸
和
竿
は
漆
を
何
度
も
塗

る
。
１
回
塗
る
と
０
・
１
㎜
ほ
ど
厚
み

が
出
る
の
で
、
そ
れ
も
見
越
し
て
遊
び

（
余
裕
）
も
つ
く
っ
て
お
く
と
い
う
。
ま

さ
に
職
人
技
だ
。

　

和
竿
は
、
金
具
を
付
け
る
リ
ー
ル
竿

も
可
能
だ
。「
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
大
変
そ

う
」「
す
ぐ
に
壊
れ
て
し
ま
う
の
で

は
？
」
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

う
で
は
な
い
。

「
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
や
カ
ー
ボ
ン
素

材
の
竿
は
、
折
れ
て
し
ま
っ
た
ら
買
い

換
え
だ
け
れ
ど
、
和
竿
な
ら
折
れ
た
部

分
だ
け
別
の
竹
で
つ
く
れ
ば
ま
た
使
え

ま
す
。
ま
た
、『
○
ｍ
で
こ
う
い
う
竿
が

欲
し
い
』
と
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
で
き
る

の
も
和
竿
の
利
点
。
竿
の
調
子
（
バ
ラ
ン

ス
）
も
途
中
で
確
か
め
ら
れ
る
の
で

『
も
う
少
し
柔
ら
か
い
方
が
い
い
』
と

注
文
で
き
ま
す
」

　

は
た
し
て
、
和
竿
は
ど
ん
な
感
触
な

の
か
、
江
戸
前
の
ハ
ゼ
釣
り
で
確
か
め

て
み
た
い
。 

江戸前のハゼ釣りに「和竿」で挑戦！

（注2）手バネ竿

糸巻きが手元についていて、釣り糸
の長さをある程度調整できるもの。

参考文献・資料

『釣りにかかわる仕事』（ほるぷ出版 2005）／『趣味の和竿つくり』（大陸書房 1983）／株式会社 週刊つりニュース
「釣り文化資料館」展示パネル／一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会 Web「日本の伝統工芸品」

5和竿の材料となる竹および製作中の竿。竹はこのほかにもストックがある 6天井に竿を押しつけて、継ぎ目が
「への字」にならないかどうか確かめる 7三ツ木さんが和竿づくりで使う道具の一部 8上の2本が並継で、下
の2本が印籠継。印籠継とは一方の竿の端に矢竹などの芯を差し込んでおいて、継ぐもの 9上が並継、下が
印籠継。印籠継はこのように継ぎ目に段がつかない

和竿（継ぎ竿）の主な工程

※流れを理解しやすくするため大幅に簡略化
した。実際には100にも及ぶ工程がある

一 竹選び：竹を炭火であぶり、表面
に出てきた脂を拭きとる

二 切り組み：竹の種類や質、節目、
太さなどを勘案し、別々の竹から切
り出して一組の竿に組み合わせる

三火入れ（粗
あら

矯
だ

め）：炭火などを当て
ながら竹の曲がりを矯正する

四 巻き下：やすりなどで竿の継ぎ目
（継ぎ口）の下地を整える

五 糸巻き：継ぎ口を補強するために
絹糸を巻く

六 継ぎ：継ぎ合わせたときピシッと組
み合うようにやすりなどで調節

七塗り下：漆を塗る前に行なうやすり
掛けなど細かな作業のこと

八 火入れ（中矯め）：火入れは何度
も行なう

九 漆塗り：漆を塗る作業。何度も繰
り返す

十仕上げ（上げ矯め）：最終仕上げ
のための火入れ

竹けずり

並継

印籠継
印籠継

並継

かき出し

丸やすり平やすり

手製の定規

6

7

89

5



22

櫓
漕
ぎ
の
和
船
で

深
川
を
出
発

　

三
ツ
木
新
吉
さ
ん
の
和
竿
づ
く
り
を

見
学
し
た
３
日
後
、
編
集
部
は
再
び
深

川
を
訪
ね
た
。
い
よ
い
よ
和
竿
で
江
戸

前
の
ハ
ゼ
釣
り
に
挑
戦
す
る
日
だ
。

「
釣
り
を
す
る
な
ら
、
櫓ろ

漕
ぎ
の
和
船

が
い
い
」。
そ
ん
な
わ
が
ま
ま
を
聞
き
入

れ
て
く
れ
た
の
は
、
三
ツ
木
さ
ん
が
懇

意
に
す
る
深
川
冨
士
見
。
江
戸
末
期
か

ら
釣
り
宿
を
営
む
老
舗
で
あ
る
。

　

用
意
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
船
頭

さ
ん
に
櫓
を
漕
い
で
も
ら
い
な
が
ら
釣

り
を
す
る
通
称
「
ね
り
船
」。
と
て
も

貴
重
な
船
だ
。
釣
り
場
ま
で
は
エ
ン
ジ

ン
で
走
る
。
着
い
た
ら
櫓
に
切
り
替
え

て
、
ゆ
っ
く
り
船
を
動
か
す
「
流
し
釣

り
」
で
ハ
ゼ
を
狙
う
。
午
前
７
時
30
分

に
「
釣
船
橋
」
か
ら
出
航
し
た
。

　

船
長
は
斎
藤
正
雄
さ
ん
。
褐
色
の
肌

が
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
物
語
る
。

「
今
の
季
節
は
、
ハ
ゼ
に
は
ま
だ
ち
ょ
っ

と
早
い
ん
で
す
。
一
番
釣
り
に
く
い
時
期

で
す
が
、
ま
ぁ
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」

水
中
の
様
子
が

手
に
と
る
よ
う
に

　

開
発
が
進
む
豊
洲
の
北
側
を
回
っ
て

東し
の
の
め雲

運
河
へ
。
東
雲
水
門
を
過
ぎ
る
と

岸
か
ら
釣
り
を
す
る
人
の
姿
が
あ
っ
た
。

「
カ
ラ
ス
貝
が
岸
壁
に
付
い
て
い
る
で

し
ょ
？ 
あ
れ
を
狙
う
ク
ロ
ダ
イ
が
棲

み
つ
い
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
三
ツ
木

さ
ん
。
東
京
湾
の
最
奥
部
に
ク
ロ
ダ
イ

が
い
る
と
は
意
外
だ
が
、
実
は
こ
の
一

帯
は
「
16
万
坪
」
と
呼
ば
れ
た
江
東
区

有
明
の
貯
木
場
跡
。
か
つ
て
は
深
川
近

辺
の
漁
師
の
漁
場
で
、
ハ
ゼ
も
た
く
さ

ん
釣
れ
る
と
い
う
。

　

ポ
イ
ン
ト
に
着
い
た
。
斎
藤
さ
ん
が

エ
ン
ジ
ン
を
止
め
、
三
ツ
木
さ
ん
が
前

日
の
夜
中
に
準
備
し
た
ハ
ゼ
竿
を
取
り

出
す
。「
ハ
ゼ
竿
を
使
う
の
は
今
年
初
。

火
入
れ
し
て
曲
が
り
を
矯
正
し
た
か
ら

時
間
が
か
か
っ
た
ん
だ
よ
ね
」
と
三
ツ

木
さ
ん
。

　

鉤は
り

に
エ
サ
（
青
イ
ソ
メ
）
を
つ
け
て
、

漆
で
ピ
カ
ピ
カ
光
る
和
竿
を
握
る
。
船

べ
り
か
ら
そ
っ
と
糸
を
垂
ら
し
た
。

　

釣
り
の
経
験
は
多
少
あ
る
が
、
和
竿

は
そ
の
ど
れ
と
も
違
っ
た
。
も
の
す
ご

く
繊
細
な
の
だ
。
海
底
に
錘お
も
りが

着
地
す

る
瞬
間
、
さ
ら
に
は
錘
が
泥
に
埋
も
れ

る
状
態
ま
で
手
に
と
る
よ
う
に
わ
か
る
。

「
こ
う
い
う
和
竿
で
ハ
ゼ
を
釣
っ
た
ら

最
高
だ
よ
！ 

手
ご
た
え
が
い
い
ん
だ
。

数
匹
釣
れ
た
ら
満
足
す

る
は
ず
さ
」
と
櫓
を
漕

ぎ
な
が
ら
斎
藤
さ
ん
が

言
う
。竿

を
通
じ
て

何
か
が
震
え
る

　

一
度
移
動
し
て
、
再
び
糸
を
垂
ら
す
。

と
き
ど
き
竿
を
上
下
に
動
か
し
、
エ
サ

を
揺
ら
し
て
魚
を
誘
う
。
数
分
後
、「
プ

ル
プ
ル
」
と
い
う
手
ご
た
え
が
…
…
。

1ハゼ釣りに挑む編
集部と三ツ木新吉さ
ん。皆、真剣なので自
然と口数は少なくなる 
2釣船橋から出航す
る前の「冨士見丸」 
3船長を務める斎藤
正雄さん 4和竿と仕
掛けを用意してくれた
三ツ木さん

竿
か
ら
伝
わ
る
魚
の
鼓
動

―
季
節
先
ど
り
！ 
江
戸
前
の
ハ
ゼ

和
竿
釣
り

実
践
編

12

4

3

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」
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釣
れ
な
い
時
期
と
聞
い
て
い
た
の
で
半

信
半
疑
で
竿
を
立
て
て
み
る
と
、
何
か

が
食
い
つ
い
て
い
る
感
触
が
あ
っ
た
。

「
糸
を
口
で
く
わ
え
て
手
で
た
ぐ
る
ん

だ
。
た
ぐ
っ
た
糸
は
絡
ま
な
い
よ
う
に

船
の
な
か
に
落
と
す
ん
だ
よ
」

　

斎
藤
さ
ん
の
指
示
に
従
う
間
も
「
プ

ル
プ
ル
」
と
い
う
振
動
が
水
中
か
ら
伝

わ
っ
て
く
る
。「
逃
げ
な
い
で
！
」
と
祈

り
な
が
ら
糸
を
た
ぐ
る
と
、
び
っ
く
り

し
た
よ
う
な
顔
の
ハ
ゼ
が
姿
を
現
し
た
。

「
や
っ
た
ね
。
釣
れ
な
い
と
思
っ
て
い

た
け
ど
よ
か
っ
た
な
ぁ
」
と
三
ツ
木
さ

ん
が
我
が
事
の
よ
う
に
喜
ん
で
く
れ
た
。

　

事
前
に
聞
い
て
い
た
が
、
和
竿
の

「
釣
り
味
」
は
想
像
以
上
だ
っ
た
。
今

で
も
あ
の
「
プ
ル
プ
ル
」
と
い
う
感
触

は
思
い
出
せ
る
。
そ
の
後
、
別
の
編
集

部
員
が
ハ
ゼ
１
匹
と
狙
っ
て
い
な
い
ア

カ
エ
イ
を
１
匹
釣
り
上
げ
て
、
３
時
間

ほ
ど
の
和
竿
体
験
は
終
了
し
た
。
時
季

外
れ
の
ハ
ゼ
釣
り
な
の
で
釣
果
こ
そ
芳

し
く
な
か
っ
た
が
、
軽
く
し
な
や
か
で
、

日
の
光
に
き
ら
め
く
和
竿
を
握
っ
て
い

る
だ
け
で
心
が
躍
っ
た
。

　

日
本
最
古
の
釣
り
専
門
書
『
何
羨

録
』
が
書
か
れ
て
約
３
０
０
年
。
当
時

と
は
地
形
も
海
岸
の
様
子
も
異
な
る
が
、

竹
の
竿
を
手
に
水
面
を
見
つ
め
る
行
為

は
き
っ
と
同
じ
だ
。
三
ツ
木
さ
ん
が
丹

精
込
め
て
仕
上
げ
た
江
戸
和
竿
を
手
に
、

斎
藤
さ
ん
が
櫓
を
漕
ぐ
船
で
ハ
ゼ
を
釣

る
―
―
時
空
を
超
え
て
、
江
戸
時
代
の

人
々
と
釣
り
の
楽
し
さ
を
共
有
で
き
た

気
が
す
る
。（

２
０
１
８
年
５
月
11
、
14
日
取
材
）　

江戸前のハゼ釣りに「和竿」で挑戦！

編集部体験

江戸前今昔釣り話

1「腕をゆっくり動かして魚を『竿に乗せる』のがコツ」という三ツ木
さんのアドバイスを守って釣れたハゼ 2前触れもなく釣れたアカエイ 
3ハゼを釣り上げ喜ぶ編集部員

取材協力：有限会社 深川冨士見
東京都江東区古石場2-18-5
Tel.03-3641-0507

五
代
目
の
石
嶋
一
男
さ
ん
（
80
歳
）
に
、
か
つ

て
の
江
戸
前
の
釣
り
風
景
を
お
聞
き
し
た
。

　

江
戸
前
の
ク
ロ
ダ
イ
釣
り
は
、
ち
ょ
う
ど

こ
の
時
分
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
エ
サ
は
「
こ

さ
く
」（
芝
エ
ビ
）
で
す
。
当
時
は
カ
レ
イ
や

ス
ズ
キ
な
ど
大
型
の
魚
は
大
き
な
帆
を
張
っ

て
風
の
力
で
網
を
引
く
打う
た
せ
ぶ
ね

瀬
舟
で
獲
っ
て
い

た
。
そ
の
網
に
芝
エ
ビ
が
混
ざ
る
ん
で
す
ね
。

だ
か
ら
早
朝
、
沖
ま
で
舟
で
走
っ
て
芝
エ
ビ

を
１
匹
１
円
で
買
い
、
舟
の
生
け
簀
に
入
れ

て
お
い
て
エ
サ
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
前
の
釣
り
と
い
え
ば
ア
オ
ギ
ス
釣
り
が

有
名
で
し
た
。
残
念
な
が
ら
私
が
海
の
こ
と

を
覚
え
は
じ
め
た
こ
ろ
に
終
わ
り
ま
し
た
が
、

今
も
い
る
シ
ロ
ギ
ス
に
比
べ
る
と
ア
オ
ギ
ス

は
細
身
で
少
し
大
型
で
し
た
。
味
は
シ
ロ
ギ

ス
の
方
が
お
い
し
い
の
で
す
が
、
ア
オ
ギ
ス

は
引
き
が
強
く
て
人
気
が
あ
り
ま
し
た
よ
。

　

有
明
の
あ
た
り
は
、
昔
は
遠
浅
の
海
で
、

そ
こ
に
親
父
が
ア
オ
ギ
ス
の
台
（
脚
立
）
を

舟
に
積
ん
で
運
ん
で
い
ま
し
た
。
脚
立
を
使

う
の
は
、
人
の
気
配
を
消
す
た
め
で
す
。
ア

オ
ギ
ス
は
神
経
質
で
、
水
深
１
～
１
・
５
ｍ

に
い
る
た
め
人
影
が
見
え
た
り
音
が
聞
こ
え

る
と
寄
っ
て
き
ま
せ
ん
。

　

脚
立
を
舟
で
運
ん
で
釣
り
場
で
船
頭
が
下

ろ
し
て
か
ら
、
お
客
さ
ん
を
脚
立
に
移
す
の

で
す
が
、
こ
れ
が
大
騒
ぎ
で
し
た
。
釣
り
客

は
お
年
寄
り
が
多
い
。
普
通
の
足
場
に
さ
え

登
れ
な
い
人
を
脚
立
に
乗
せ
る
わ
け
で
す
か

ら
ね
。
脚
立
は
六
尺
（
約
１
・
８
ｍ
）
あ
り

ま
し
た
。
お
客
さ
ん
は
脚
立
の
上
か
ら
釣
り

を
し
ま
す
。
釣
れ
て
い
る
か
釣
れ
て
い
な
い

か
は
、
脚
立
の
上
か
ら
海
中
に
ぶ
ら
下
げ
る

魚び

く籠
の
あ
り
な
し
で
見
分
け
が
つ
き
ま
す
の

で
、
魚
籠
が
下
り
な
け
れ
ば
船
頭
が
場
所
を

移
動
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

脚
立
の
上
で
釣
り
を
し
な
が
ら
寝
て
し
ま

い
、
海
の
な
か
に
落
っ
こ
ち
て
し
ま
う
お
客

さ
ん
も
か
な
り
い
た
ん
で
す
。
当
時
は
鉄
道

が
な
い
の
で
前
夜
に
タ
ク
シ
ー
で
来
る
し
か

な
い
。
夜
の
８
時
ご
ろ
舟
宿
に
到
着
し
て
仮か

泊は
く

す
る
わ
け
で
す
が
、
舟
宿
で
一
杯
飲
ん
で

騒
い
で
い
る
う
ち
に
「
じ
ゃ
あ
、
ち
ょ
っ
と

遊
び
に
行
こ
う
か
」
と
。
洲
崎
（
遊
郭
）
が

す
ぐ
そ
ば
で
し
た
か
ら
、
行
っ
た
き
り
戻
っ

て
こ
な
く
て
朝
帰
り
。
だ
か
ら
つ
い
つ
い
居

眠
り
を
し
て
海
に
ド
ボ
ン
で
す
。

　

昔
、
こ
こ
に
は
舟
宿
が
何
軒
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
の
一
軒
「
遠
州
屋
」
に
は
小

説
や
映
画
に
な
っ
た
伝
説
の
相
場
師
も
来
て

い
て
、
年
間
た
っ
た
10
組
の
お
客
さ
ん
で
経

営
が
成
り
立
っ
た
そ
う
で
す
か
ら
、
当
時
の

ア
オ
ギ
ス
釣
り
は
粋
な
遊
び
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
ね
。

「
ア
オ
ギ
ス
釣
り
」
は

粋
な
遊
び

有
限
会
社 

深
川
冨
士
見 

取
締
役
社
長　

石
嶋
一
男
さ
ん

三ツ木さんが骨董屋で
買い求めた脚立釣りの像

1

23
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ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
か
ら

学
ん
だ
こ
と

―
―
釣
り
を
始
め
た
時
期
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

　

小
学
校
５
年
生
で
す
。
物
心
つ
い
た

こ
ろ
か
ら
魚
や
昆
虫
を
捕
ま
え
る
の
が

好
き
な
子
ど
も
で
し
た
。
生
ま
れ
故
郷

の
長
崎
に
は
釣
り
に
適
し
た
川
が
な
い

の
で
、
自
然
が
好
き
な
父
と
佐
賀
の
川

ま
で
行
き
、
網
で
魚
を
捕
る
の
が
楽
し

み
で
し
た
。

　

５
年
生
の
と
き
に
、
母
の
知
り
合
い

の
留
学
生
が
簡
易
的
な
釣
り
竿
を
く
れ

ま
し
た
。
海
に
持
っ
て
行
っ
て
試
し
て

み
る
と
、
簡
単
に
８
㎝
ほ
ど
の
魚
が
釣

れ
た
の
で
す
。「
釣
り
っ
て
ず
る
い
！
」

と
思
い
ま
し
た
。
網
で
は
小
さ
な
魚
を

捕
る
こ
と
に
も
苦
労
し
た
の
に
、
釣
り

な
ら
簡
単
に
大
き
な
魚
を
捕
ま
え
ら
れ

る
の
で
す
ね
。
エ
サ
で
お
び
き
寄
せ
て

鉤は
り

で
引
っ
掛
け
る
。
こ
ん
な
に
ず
る
い

テ
ク
ニ
ッ
ク
が
存
在
し
て
い
た
の
か
と
、

そ
の
と
き
の
感
動
と
衝
撃
で
一
気
に
釣

り
に
は
ま
り
ま
し
た
。

―
―
外
来
魚
と
の
初
め
て
の
出
合
い
も

そ
の
こ
ろ
で
す
か
？

　

そ
れ
は
中
学
校
１
年
生
の
と
き
で
す
。

や
は
り
父
と
行
っ
た
佐
賀
の
溜
め
池
に
、

そ
れ
ま
で
釣
っ
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な

大
き
な
魚
が
ウ
ヨ
ウ
ヨ
い
て
、
こ
れ
が

外来魚

Hiroshi Hirasaka
1985年長崎県生まれ。琉球大学理学部海洋
自然科学科卒業。筑波大学大学院生命環境科
学研究科環境科学専攻博士前期課程修了。
大学院在学中にライターとして活動を開始。珍
生物を自ら探し、捕らえ、味わい、その体験をWeb
サイト「デイリーポータルZ」などで発信。著書に

『外来魚のレシピ～捕って、さばいて、食ってみた』
『深海魚のレシピ～釣って、拾って、食ってみた』
『喰ったらヤバいいきもの』がある。
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平坂 寛さん

珍生物ハンター／ライター

釣
って
食
べ
て
学
ぶ 

外
来
魚

海
外
か
ら
人
の
手
に
よ
っ
て
移
入
さ
れ
た
魚
を
「
外
来
魚
」
と
呼
ぶ
。
1
9
2
5
年
（
大
正
14
）
、

釣
り
の
対
象
お
よ
び
食
用
と
し
て
神
奈
川
県
の
芦
ノ
湖
に
導
入
さ
れ
た
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
（
オ
オ
ク

チ
バ
ス
）
が
有
名
で
あ
る
。
こ
う
し
た
外
来
魚
に
よ
る
在
来
種
や
生
態
系
へ
の
影
響
が
問
題
視
さ

れ
る
な
か
、
日
本
各
地
で
外
来
魚
を
釣
っ
て
食
べ
て
い
る
若
者
が
い
る
。「
五
感
を
通
じ
て
生
物

を
知
る
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
ラ
イ
タ
ー
の
平
坂
寛
さ
ん
だ
。「
珍
生
物
ハ
ン
タ
ー
」
を
自
称
す

る
平
坂
さ
ん
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？1

2

4

3

5
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噂
に
聞
く
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
か
と
。
釣
っ

て
み
る
と
外
見
が
そ
れ
ま
で
に
捕
ま
え

た
魚
と
あ
ま
り
に
違
っ
た
の
で
、「
こ
れ
、

う
ま
い
の
か
な
？
」
な
ん
て
父
と
話
し

な
が
ら
持
ち
帰
っ
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス

と
い
う
こ
と
は
内
緒
で
母
に
フ
ラ
イ
に

し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
お

い
し
く
て
。

　

佐
賀
で
は
フ
ナ
を
甘
露
煮
で
食
べ
る

文
化
が
あ
り
ま
す
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス

は
川
魚
特
有
の
く
さ
み
も
な
く
、
ス
ズ

キ
や
ハ
タ
に
近
い
淡
白
な
味
わ
い
で
し

た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
調
べ
て
み
る

と
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
は
二
次
淡
水
魚
（
注
）

に
分
類
さ
れ
る
魚
で
し
た
。
味
が
海
の

魚
に
似
て
い
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と

な
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
と
き
の
僕
は
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
の

進
化
の
歴
史
を
味
で
読
み
と
っ
た
の
で

す
。
食
べ
る
と
い
う
行
為
が
「
お
い
し

い
・
ま
ず
い
」
だ
け
で
は
な
く
、
な
ん

ら
か
の
情
報
を
得
る
き
っ
か
け
に
な
る

と
初
め
て
気
づ
い
た
出
来
事
で
し
た
。

　

母
と
兄
に
は
後
々
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
バ
レ
て
、「
変
な
も

の
を
食
べ
さ
せ
る
な
」
と
怒
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
が
。

方
向
性
を
決
定
づ
け
た

沖
縄
で
の
光
景

―
―
琉
球
大
学
で
は
、
な
ぜ
淡
水
魚
の

研
究
を
。

　

進
学
当
初
は
、
魚
の
研
究
を
し
よ
う

と
は
決
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

父
が
古
本
屋
を
営
ん
で
い
た
関
係
で
、

幼
い
こ
ろ
か
ら
生
き
も
の
図
鑑
や
写
真

集
を
眺
め
る
の
が
何
よ
り
の
楽
し
み
だ

っ
た
僕
は
、
色
鮮
や
か
で
巨
大
な
生
き

も
の
が
た
く
さ
ん
棲
ん
で
い
る
ア
マ
ゾ

ン
な
ど
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
、
強
い
憧
れ

を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
熱
帯
の
生
き
も

の
を
研
究
し
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、

も
っ
と
も
近
い
こ
と
を
や
っ
て
い
た
の

が
琉
球
大
学
で
し
た
。

　

魚
を
研
究
対
象
に
選
ん
だ
の
は
、
幼

い
こ
ろ
か
ら
親
し
ん
で
い
た
の
が
魚
だ

っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
大
学
内
の

人
工
湖
で
衝
撃
的
な
光
景
を
見
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
す
。

　

と
い
う
の
も
、
そ
の
人
工
湖
に
は
外

来
魚
の
プ
レ
コ
が
何
百
匹
と
群
れ
て
い

ま
し
た
。
よ
く
見
る
と
、
そ
れ
以
外
に

も
テ
ィ
ラ
ピ
ア
な
ど
、
日
本
の
魚
で
は

な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
い
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
大
学
だ
け
で
は
な
く
、
沖
縄

全
体
が
そ
う
し
た
状
況
で
し
た
。
例
え

ば
那
覇
の
国
際
通
り
付
近
の
溝
に
は
、

グ
ッ
ピ
ー
や
ナ
イ
ル
テ
ィ
ラ
ピ
ア
、
コ

ン
ビ
ク
ト
シ
ク
リ
ッ
ド
な
ど
、
北
米
や

南
米
、
ア
フ
リ
カ
原
産
の
魚
が
多
く
い

ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
本
で
生
物
の
知
識

を
仕
入
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
ま
っ

た
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

当
時
は
外
来
魚
と
い
え
ば
ブ
ラ
ッ
ク

バ
ス
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
と
い
う
こ
と
く
ら

い
し
か
報
道
さ
れ
ず
、
こ
う
し
た
真
実

は
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
光
景
を
見
て
、「
も
っ
と
い
ろ
い

ろ
な
外
来
種
が
日
本
に
い
る
現
状
を

人
々
に
伝
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
思
っ

た
こ
と
も
、
淡
水
魚
の
研
究
を
選
ん
だ

理
由
で
す
。

―
―
平
坂
さ
ん
の
「
釣
っ
て
（
捕
っ
て
）

食
べ
る
」
ス
タ
イ
ル
は
い
つ
か
ら
？

　

学
生
時
代
か
ら
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、

本
格
化
し
た
の
は
20
代
前
半
で
す
。

　

大
学
院
生
の
と
き
、
研
究
の
一
環
で

ブ
ラ
ジ
ル
の
パ
ン
タ
ナ
ル
と
い
う
湿
地

帯
に
行
き
ま
し
た
。
意
気
込
ん
で
釣
り

を
し
た
と
こ
ろ
、
魚
の
力
が
強
す
ぎ
て

糸
は
切
れ
る
わ
鉤
は
折
れ
る
わ
、
最
終

的
に
は
リ
ー
ル
ま
で
壊
さ
れ
、
コ
テ
ン

（注）二次淡水魚

真水に順応した魚。本来は海水魚だったが、地殻変動などによって内陸部に
取り残された経緯から、短期間なら海水でも生存できる。メダカやカダヤシなど。

1「プレコ」と呼ばれるマダラロリカリア。南米原産のナマズの仲間。今、沖
縄本島の川で大繁殖しているという 2北米原産のブラックバス（オオクチ
バス）を釣り上げた平坂さん。釣り少年の血が騒ぐ 34ブラックバスのフラ
イと煮つけ。白身のブラックバスは外見に似ずとても美味。スズキの仲間と
聞いて納得 5ブラックバスのうまさに思わずにんまり 6鶴見川に1年近く
通ってようやく釣り上げた北中米原産のアリゲーターガー。これでも小さい
方だという 7アリゲーターガーはうろこが硬くて剥がせないため、カセットコン
ロに網を載せて直火で丸焼きに 8アリゲーターガーを食べる平坂さん。微
妙な表情をしているのは、身がパサパサしていて味も薄いから

（提供：平坂 寛さん）
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パ
ン
に
や
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

「
釣
り
っ
て
楽
勝
」
と
さ
え
思
っ
て
い

た
の
に
…
…
。
そ
の
悔
し
さ
で
帰
国
後

に
本
格
的
に
釣
り
も
勉
強
し
た
の
で
す
。

　

一
方
で
、
生
き
も
の
の
本
を
書
く
こ

と
が
夢
で
も
あ
っ
た
の
で
、
ウ
ェ
ブ
媒

体
に
記
事
を
持
ち
込
ん
で
書
か
せ
て
も

ら
う
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

食
べ
る
こ
と
で

生
き
も
の
を
深
く
知
る

―
―
そ
も
そ
も
、
日
本
に
こ
れ
ほ
ど
外

来
魚
が
持
ち
込
ま
れ
た
理
由
と
は
？

　

す
ご
く
簡
単
に
い
う
と
「
か
っ
こ
い

い
」
か
ら
で
す
。
外
来
魚
の
多
く
が
観

賞
目
的
で
持
ち
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
わ

ざ
わ
ざ
外
国
か
ら
コ
ス
ト
と
リ
ス
ク
を

冒
し
て
連
れ
て
く
る
わ
け
な
の
で
、
見

た
目
が
い
い
、
繁
殖
力
が
強
い
、
お
い

し
い
な
ど
何
か
し
ら
の
価
値
や
魅
力
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
だ
し
、
本
来
日
本
に
い
る
べ
き
で

は
な
い
生
き
も
の
で
す
か
ら
、
釣
り
上

げ
る
た
び
に
「
お
前
を
祖
国
で
見
た
か

っ
た
」
と
複
雑
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

―
―
こ
れ
ま
で
に
何
種
類
ほ
ど
の
外
来

魚
を
釣
っ
て
食
べ
た
の
で
す
か
？

　

自
分
で
釣
っ
て
食
べ
た
も
の
は
20
種

類
ぐ
ら
い
で
す
。

―
―
な
ぜ
、
食
べ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

中
学
生
の
こ
ろ
に
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
を

食
べ
て
二
次
淡
水
魚
と
い
う
ル
ー
ツ
に

気
づ
い
た
よ
う
に
、
一
匹
の
獲
物
か
ら

可
能
な
限
り
の
情
報
を
得
た
い
の
で
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
生
き
も
の
を
よ
り
深

く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

触
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
毒
が
あ
る
生

き
も
の
な
ら
わ
ざ
と
噛
ま
れ
て
み
た
り
、

針
を
自
分
の
腕
に
刺
し
て
み
て
死
な
な

い
程
度
に
毒
を
受
け
て
み
る
、
食
べ
て

い
い
も
の
で
あ
れ
ば
食
べ
る
な
ど
、
で

き
る
こ
と
は
全
部
や
り
ま
す
。
食
べ
て

お
い
し
い
か
ま
ず
い
か
は
、
学
ぶ
要
素

が
多
い
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
り
ま
す
。

―
―
こ
れ
ま
で
食
べ
た
外
来
魚
の
な
か

で
、
特
に
お
い
し
か
っ
た
も
の
は
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
は
お
い
し
か
っ
た
で

す
し
、
そ
の
ほ
か
で
は
東
南
ア
ジ
ア
原

産
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
キ
ャ
ッ
ト
フ
ィ
ッ

シ
ュ
で
す
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
キ
ャ
ッ
ト

フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
、
そ
の
名
の
通
り
「
歩

く
」
の
で
す
。
正
確
に
は
「
這
う
」
で

す
ね
。
水
場
が
干
上
が
る
と
陸
を
這
っ

て
別
の
水
場
へ
移
動
し
ま
す
。
環
境
の

変
化
に
強
く
丈
夫
な
の
で
、
世
界
中
で

養
殖
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
来
食
用
な
の
で
脂
が
の
っ
て
い
て
、

蒲
焼
き
に
す
る
と
抜
群
に
う
ま
い
で
す
。

現
地
で
は
蒲
焼
き
や
カ
レ
ー
に
入
れ
て

食
べ
る
ほ
か
、
甘
辛
い
タ
レ
で
焼
い
た

も
の
が
屋
台
で
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
そ
う
、
魚
で
は
な
い
で
す
が
、

カ
ミ
ツ
キ
ガ
メ
を
釣
っ
て
食
べ
た
ら
と

て
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
よ
。

―
―
ご
自
身
の
な
か
で
食
べ
方
の
ル
ー

ル
は
あ
る
の
で
す
か
？

　

生
き
も
の
本
来
の
味
や
食
感
を
知
り

た
い
の
で
、
最
初
は
で
き
る
だ
け
プ
レ

ー
ン
な
方
法
で
調
理
し
ま
す
。
海
の
魚

は
刺
し
身
で
食
べ
ま
す
が
、
川
魚
は
体

内
に
危
険
な
寄
生
虫
が
い
る
場
合
が
多

い
の
で
、
刺
し
身
で
は
な
く
塩
焼
き
や

ソ
テ
ー
に
。
ま
ず
か
っ
た
ら
フ
ラ
イ
や

煮
つ
け
な
ど
お
い
し
く
食
べ
る
方
法
を

考
え
ま
す
。
捕
ま
え
た
者
の
責
任
と
し

て
、「
捕
っ
た
ら
完
食
す
る
」
と
い
う
こ

と
が
大
前
提
な
の
で
。
よ
く
誤
解
さ
れ

る
の
で
す
が
、
お
腹
を
満
た
す
た
め
に

食
べ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

多
く
の
外
来
魚
は
独
特
の
く
さ
み
や

酸
味
な
ど
が
あ
る
た
め
、
和
風
の
調
理

法
が
合
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
原
産
国

で
用
い
ら
れ
て
い
る
調
理
法
を
ま
ね
す

1沖縄で釣り上げた東南アジア原産のウォーキングキャットフィッシュ。左のマーブル個体、右のアルビノ個体とも
に人為的に生み出された「変異個体」。かつて観賞魚市場に出回ったものが遺棄され沖縄で野生化しているのだ 
21週間ほど泥抜きをしてから調理する 3ウォーキングキャットフィッシュの切り身。サケのように鮮やかなオレンジ
色だが、個体によって色は大きく異なるそう 45ウォーキングキャットフィッシュの蒲焼き。これほど蒲焼きに合う外
来魚は初めてだと笑みを浮かべる平坂さん（提供：平坂 寛さん）
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る
と
、
見
違
え
る
よ
う
に
お
い
し
く
な

り
ま
す
。

　

食
用
で
持
ち
込
ま
れ
た
外
来
魚
も
い

ま
す
が
、
外
国
の
川
魚
を
食
べ
る
な
ん

て
普
通
に
考
え
れ
ば
か
な
り
の
冒
険
で

す
よ
ね
。
安
易
に
食
材
と
し
て
連
れ
て

き
て
も
、
現
地
の
調
味
料
や
調
理
法
、

つ
ま
り
食
文
化
も
一
緒
に
持
ち
込
ま
な

け
れ
ば
、
日
本
の
食
卓
に
定
着
さ
せ
る

の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

「
駆
除
」す
べ
き
？

外
来
魚
を
ど
う
捉
え
る
か

―
―
外
来
魚
に
対
し
て
私
た
ち
は
ど
の

よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　

外
来
魚
は
生
物
多
様
性
を
脅
か
す
要

因
の
一
つ
で
す
が
、
彼
ら
は
人
間
に
よ

る
無
理
な
導
入
の
被
害
者
で
す
。
よ
っ

て
「
罪
の
な
い
魚
を
駆
除
す
べ
き
で
な

い
」
と
の
論
調
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
間
違
い
で
す
。
辛
い
思
い
を
し
て
で

も
駆
除
す
る
の
が
、
連
れ
て
き
た
わ
れ

わ
れ
日
本
人
の
責
任
で
す
。

　

た
だ
し
、「
何
が
何
で
も
駆
除
す
べ

き
」
と
決
め
つ
け
る
の
が
必
ず
し
も
い

い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
義
務
教

育
課
程
の
子
ど
も
が
学
校
で
そ
う
教
わ

れ
ば
素
直
に
受
け
と
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
に
は
、
な
ぜ
駆
除
が
必
要

な
の
か
、
ほ
ん
と
う
に
駆
除
が
必
要
な

の
か
、
駆
除
す
る
以
外
に
道
は
な
い
の

か
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
の
頭
で
考
え

て
ほ
し
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
興
味
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

だ
か
ら
僕
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ

ン
ト
性
の
あ
る
「
釣
っ
て
（
捕
っ
て
）
食

べ
る
」
と
い
う
こ
と
を
続
け
て
い
ま
す
。

学
校
の
勉
強
と
は
ま
た
違
っ
た
柔
ら
か

な
切
り
口
で
、
お
も
し
ろ
お
か
し
く
外

来
魚
の
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。「
こ
ん
な
の
が
日
本
に
い
る
ん

だ
？
」「
お
い
し
そ
う
！
」
な
ど
、
少
し

で
も
多
く
の
人
が
外
来
魚
に
興
味
を
も

つ
入
口
に
な
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。

　

そ
れ
に
釣
っ
て
食
べ
る
こ
と
は
、
罪

悪
感
な
く
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
べ
ま

す
。
例
え
ば
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
を
釣
っ
て

そ
の
場
で
駆
除
す
る
と
こ
ろ
を
子
ど
も

に
は
見
せ
た
く
な
い
で
す
よ
ね
。
命
を

た
だ
奪
う
だ
け
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
釣

っ
て
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も

に
と
っ
て
も
意
外
に
い
い
落
と
し
ど
こ

ろ
な
の
で
す
。
外
国
の
魚
を
捕
ま
え
た

経
験
を
よ
り
特
別
な
も
の
と
し
て
記
憶

に
残
す
た
め
に
も
、
お
勧
め
し
た
い
で

す
。

―
―
平
坂
さ
ん
に
と
っ
て
水
辺
と
は
。

 

「
学
校
」
の
よ
う
な
存
在
で
す
。
学
校

と
い
っ
て
も
、
小
学
校
や
中
学
校
か
な
。

　

例
え
ば
、
真
冬
の
山
は
動
物
も
冬
眠

し
て
い
て
生
き
も
の
好
き
の
僕
に
は
少

し
寂
し
い
の
で
す
が
、
水
辺
に
行
け
ば

ど
ん
な
に
寒
い
時
期
で
も
水
鳥
や
魚
な

ど
何
か
し
ら
の
生
き
も
の
が
い
て
発
見

が
あ
り
ま
す
。
学
校
も
同
じ
で
、
行
け

ば
友
だ
ち
が
い
て
、
新
し
い
学
び
や
経

験
に
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
よ
ね
。

　

今
後
や
り
た
い
こ
と
は
、「
水
辺
を
フ

ィ
ー
ル
ド
に
し
た
少
人
数
制
の
野
外
活

動
」
で
す
。
外
来
魚
に
興
味
を
も
っ
て

も
ら
う
に
は
直
接
ふ
れ
あ
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
一
番
で
す
し
、
何
よ
り
も
本

で
見
る
よ
り
、
本
物
を
捕
ま
え
る
の
は

楽
し
い
で
す
よ
！（

２
０
１
８
年
４
月
27
日
取
材
）

釣って食べて学ぶ外来魚

外来魚

6「プレコには『怪獣的なかっこよさ』が
ある」と平坂さん。たしかに魚とは思えな
いシルエットだ 7プレコを用いた「ペイシ
ャーダ」。原産国の調理法で料理すると
失敗が少ないという

8特定外来生物のカミツキガメも何度か釣っている。
平坂さんいわく「ものすごくおいしい」。ただし、カミツキ
ガメの捕獲には危険が伴うので、まねしない方が賢明
だろう 9カミツキガメの唐揚げ。大きな爪が主の痕跡
をとどめている

79

68

釣りと外来魚

Ｑ特定外来生物とは？
Ａ外来生物（海外起源の外来種）であり、かつ生態系、人の
生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、及ぼす恐れがあ
るもののなかから指定されている。2018年5月時点で魚類はブ
ラックバス（オオクチバス）など26種類が指定されている。

Ｑ特定外来生物は釣ってもよい？
Ａ釣りをすることはできる。禁止事項は、次の通り。
① 釣った魚を持って帰って飼うこと
② 釣った魚を移動させて放流すること
したがって釣った特定外来生物をその場で放す「キャッチ＆リリー
ス」は問題ないが、条例で禁止している都道府県もある。また、
釣った特定外来生物をその場で締めたうえで、持ち帰って食べ
ることも問題ない。

環境省ＨＰ「日本の外来種対策」、環境省・農林水産省
パンフレット「外来生物法」を参考に編集部作成



28

「
バ
イ
オ
ロ
ギ
ン
グ
」で

魚
の
行
動
を
探
査

　

小
学
校
に
入
る
前
か
ら
魚
に
興
味
が

あ
り
ま
し
た
。
図
鑑
で
色
と
り
ど
り
の
さ

ま
ざ
ま
な
形
を
し
た
魚
を
見
る
の
が
好

き
で
し
た
し
、
夏
休
み
に
香
川
県
で
祖
父

の
海
釣
り
に
つ
い
て
行
く
の
も
楽
し
か
っ

た
。
中
学
生
の
こ
ろ
に
は
将
来
、
魚
の
勉

強
を
し
た
い
と
決
め
て
い
て
、
大
学
で
魚

の
行
動
研
究
に
携
わ
り
ま
し
た
。
遊
泳

速
度
、
水
温
、
深
度
な
ど
を
測
定
で
き

る
セ
ン
サ
ー
の
付
い
た
行
動
記
録
計
を
魚

の
体
に
装
着
し
、
切
り
離
し
装
置
を
使
い

回
収
し
て
、
水
中
で
の
魚
の
行
動
や
生
態

を
探
る
「
バ
イ
オ
ロ
ギ
ン
グ
」
と
い
う
手

法
を
使
っ
た
研
究
で
す
。

　

対
象
と
し
た
魚
は
ア
メ
リ
カ
ナ
マ
ズ
。

正
式
名
称
は
チ
ャ
ネ
ル
キ
ャ
ッ
ト
フ
ィ

ッ
シ
ュ
と
い
っ
て
北
米
で
は
人
気
の
魚

で
す
が
、
１
９
７
０
年
代
に
日
本
へ
も

科学

Makoto A. Yoshida
1987年香川県生まれ。東京大学農学
部卒業。2017年9月に東京大学大学
院農学生命科学研究科水圏生物科学
専攻博士課程修了。博士（農学）。専門
は動物搭載型の行動記録計（データロ
ガー）を使った魚の遊泳行動に関する力
学的な解析と野外での魚の生態研究。
2018年4月から現職。滋賀県琵琶湖環
境科学研究センター内の国立環境研
究所琵琶湖分室に勤務。釣りを科学す
るWebサイト『スマルア技研』にて、魚の
生態を読み解く記事を連載中。
https://labs.smartlure.co/category/
biology/

インタビュー

吉田 誠さん

国立環境研究所
生物・生態系環境研究センター

特別研究員

魚は釣られたことを覚えている？
「魚と人の交差点」を探る

人
と
魚
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
釣
り
と
い
う
営
み
を
、
魚

目
線
で
見
つ
め
直
し
て
み
よ
う
―
。
そ
う
考
え
、
過
去
の
論

文
や
学
術
研
究
の
成
果
を
も
と
に
、
釣
り
人
の
役
に
立
ち
そ

う
な
情
報
を
W
e
b
サ
イ
ト
で
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
研
究

者
が
い
る
。
動
物
搭
載
型
の
行
動
記
録
計
（
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
）

を
使
っ
て
野
外
で
の
魚
の
生
態
を
研
究
す
る
吉
田
誠
さ
ん
だ
。

若
き
現
役
研
究
者
に
、
科
学
と
釣
り
の
関
係
や
共
通
点
な
ど

を
聞
い
た
。

釣り上げられたイワナ。この経験を魚は覚えているのだろうか

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」
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食
用
で
輸
入
さ
れ
養
殖
さ
れ
た
も
の
の
、

あ
ま
り
売
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ

の
と
き
野
外
に
逃
げ
出
し
た
個
体
が
各

地
に
定
着
し
、
現
在
は
特
定
外
来
生
物

と
し
て
駆
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

研
究
で
わ
か
っ
た
の
は
、
湖
と
川
で

は
ア
メ
リ
カ
ナ
マ
ズ
の
生
活
の
し
か
た

が
違
う
こ
と
。
霞
ヶ
浦
の
よ
う
な
富
栄

養
の
湖
で
は
泥
底
に
ハ
ゼ
や
エ
ビ
な
ど

エ
サ
が
豊
富
に
い
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ

ナ
マ
ズ
は
基
本
的
に
湖
底
で
暮
ら
し
て

い
ま
す
。
一
方
、
川
で
は
流
れ
て
く
る

エ
サ
を
食
べ
る
た
め
に
、
川
底
を
離
れ

て
泳
ぎ
回
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
で

す
か
ら
、
楽
に
泳
げ
る
よ
う
、
浮
き
袋

に
空
気
を
十
分
に
溜
め
て
体
を
軽
く
し

て
い
ま
す
。
湖
底
に
い
る
ア
メ
リ
カ
ナ

マ
ズ
が
浮
き
袋
の
空
気
を
少
な
く
し
て

体
を
重
い
状
態
に
し
て
い
る
の
と
対
照

的
で
す
。
こ
う
し
た
行
動
が
わ
か
る
と
、

富
栄
養
の
湖
で
は
底
引
き
網
で
さ
ら
い
、

川
で
は
中
層
に
網
を
浮
か
せ
た
方
が
効

率
よ
く
捕
獲
で
き
る
と
い
う
ふ
う
に
駆

除
に
も
役
立
ち
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
赴
任
し
た
国
立
環
境
研

究
所
琵
琶
湖
分
室
で
は
、
琵
琶
湖
に
す

む
２
種
類
の
コ
イ
の
行
動
を
探
っ
て
い

ま
す
。
日
本
在
来
の
コ
イ
は
国
内
で
琵

琶
湖
に
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
実
は
、

全
国
で
広
く
み
ら
れ
る
コ
イ
は
大
陸
由

来
の
外
来
コ
イ
が
放
流
さ
れ
た
も
の
で

す
。
私
は
コ
イ
で
も
や
は
り
浮
力
と
い

う
観
点
に
着
目
し
ま
し
た
。
浮
き
袋
周

り
の
構
造
を
比
べ
る
と
、
在
来
コ
イ
の

方
が
外
来
コ
イ
よ
り
発
達
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
水
圧
の
高
い
、
深
い
と
こ
ろ

で
も
暮
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
逆
に

外
来
コ
イ
は
深
い
と
こ
ろ
に
行
け
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
、

コ
イ
に
行
動
記
録
計
を
付
け
て
放
流
し
、

検
証
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

渓
流
の
釣
り
堀
で

一
人
だ
け
入
れ
食
い
に

　

私
は
も
と
も
と
、
釣
り
に
役
立
て
る

た
め
の
研
究
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
魚
の
行
動
研
究
で
蓄
え

た
知
識
が
現
場
で
活
か
せ
て
う
れ
し
か

っ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
奥
多
摩
の
渓

流
釣
り
堀
で
の
こ
と
。
ニ
ジ
マ
ス
の
釣

り
場
で
す
。
同
じ
エ
サ
と
竿
を
使
っ
て

い
た
他
の
人
を
差
し
置
い
て
、
私
一
人

だ
け
次
々
と
釣
り
上
げ
た
の
で
す
。

　

試
し
て
み
た
の
は
簡
単
な
コ
ツ
。
人ひ

と

気け

の
な
い
場
所
を
選
び
、
エ
サ
を
投
入

し
た
ら
す
ぐ
に
下
流
へ
歩
き
出
し
、
川

の
流
れ
に
乗
せ
て
仕
掛
け
を
流
し
て
み

ま
し
た
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
と
、
ほ
ぼ

２
投
に
１
投
く
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
ニ
ジ

マ
ス
が
釣
れ
ま
し
た
。

　

同
じ
場
所
に
と
ど
ま
っ
て
釣
っ
て
い

る
と
、
竿
と
糸
の
長
さ
の
範
囲
で
エ
サ

は
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
サ
ケ
科
の

魚
は
流
れ
て
く
る
エ
サ
を
食
べ
る
習
性

が
あ
る
と
知
っ
て
い
た
の
で
、
流
れ
の

な
か
で
不
自
然
に
動
い
た
り
静
止
す
る

エ
サ
に
は
警
戒
心
が
働
く
と
予
想
で
き

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
上
流
か
ら
エ
サ
を

川
の
流
れ
に
乗
せ
て
漂
わ
せ
れ
ば
、
ニ

ジ
マ
ス
が
パ
ク
ッ
と
食
い
つ
く
可
能
性

が
高
い
と
考
え
た
の
で
す
。
一
人
で
20

匹
近
く
も
釣
っ
て
、
と
て
も
注
目
を
浴

び
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
そ
の
日
は
雨
で
、

多
く
の
釣
り
人
が
橋
の
下
に
陣
取
っ
て

い
た
の
で
、
下
流
の
方
に
は
誰
も
い
な

く
て
、
歩
き
な
が
ら
釣
れ
た
の
も
ラ
ッ

キ
ー
で
し
た
。

　

私
自
身
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
川

釣
り
よ
り
も
海
釣
り
の
方
が
好
き
で
す
。

何
が
釣
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
お
も
し
ろ

さ
が
あ
る
か
ら
。
釣
り
上
げ
た
と
き
の

魚
の
き
ら
め
き
、
躍
動
感
に
な
ん
と
も

い
え
な
い
魅
力
を
感
じ
ま
す
。
魚
を
た

く
さ
ん
秘
め
て
い
る
ゆ
り
か
ご
と
し
て

の
海
に
ち
ょ
っ
と
お
邪
魔
し
て
い
る
、

と
い
う
感
覚
で
す
。
釣
り
の
本
質
は
、

水
中
に
思
い
を
馳
せ
る
、
魚
に
思
い
を

馳
せ
る
営
み
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

本
来
な
ら
ふ
れ
あ
え
な
い
生
き
た
魚
と

人
が
ふ
れ
あ
え
る
の
が
釣
り
。
釣
り
は

「
魚
と
人
の
交
差
点
」
だ
と
思
い
ま
す
。

釣
ら
れ
や
す
い
魚
は

ほ
ん
と
う
に
い
る
の
か
？

　

釣
り
に
関
す
る
興
味
深
い
先
行
研
究

の
一
つ
に
、
魚
が
「
ス
レ
る
」（
賢
く
な
っ

（上）行動記録計などを装着して放たれたアメリカナマズ（チャネルキャットフ
ィッシュ）。一定期間が過ぎると装置のみ切り離され、水面に浮上した装置
を回収する （下）吉田さんが研究に取り組んでいる、希少な日本在来のコイ

切り離しタイマー

行動記録計

VHF電波発信器

浮力体

魚は釣られたことを覚えている？ ――「魚と人の交差点」を探る
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て
釣
り
に
く
く
な
る
）
原
因
を
探
究
し
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　

ス
レ
に
関
し
て
は
、
古
く
か
ら
二
つ

の
説
が
知
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
第
一
に

「
釣
ら
れ
や
す
い
魚
と
釣
ら
れ
に
く
い
魚

の
個
体
差
が
あ
る
」。
釣
ら
れ
や
す
い
魚

が
先
に
釣
ら
れ
、
警
戒
心
の
強
い
魚
ば

か
り
が
残
る
た
め
、
最
初
に
比
べ
て
釣

れ
に
く
く
な
る
、
と
い
う
仮
説
で
す
。

第
二
に
「
魚
は
釣
ら
れ
た
こ
と
を
覚
え

て
い
る
」。
一
度
釣
ら
れ
て
リ
リ
ー
ス

さ
れ
た
り
、
鉤は

り

か
ら
逃
げ
た
り
し
た
魚

が
そ
の
体
験
か
ら
学
習
し
、
次
に
は
釣

り
鉤
を
回
避
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
い

う
仮
説
で
す
。

　

こ
れ
ら
を
検
証
し
た
過
去
の
研
究
を

総
合
的
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
個
体

差
の
有
無
、
学
習
経
験
の
有
無
、
ど
ち

ら
に
関
し
て
も
正
反
対
の
結
論
が
出
て

い
る
論
文
が
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

実
は
そ
う
単
純
な
話
で
は
な
く
、
答
え

は
一
つ
に
決
ま
ら
な
い
、
と
い
う
の
が

実
状
で
す
。

　

さ
ら
に
、
大
半
の
研
究
は
室
内
の
水

槽
を
使
っ
た
飼
育
実
験
で
す
。
だ
か
ら

野
外
で
も
同
じ
結
果
に
な
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
実
際
の
生
息
環
境
で
は
、
他

の
魚
と
の
エ
サ
の
取
り
合
い
が
あ
っ
た

り
、
そ
も
そ
も
エ
サ
が
少
な
い
環
境
で

あ
る
と
か
、
生
存
競
争
で
小
さ
い
魚
が

大
き
い
魚
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ

た
多
種
多
様
な
条
件
が
そ
の
つ
ど
重
な

る
の
で
、
結
果
が
変
わ
っ
て
く
る
と
予

想
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
魚
の
研
究
は
一
筋
縄
で

は
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。

釣
り
人
側
か
ら
す
る
と
、
答
え
が
な
い

と
言
わ
れ
る
と
、
が
っ
か
り
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
科
学
的
な
見
地
に
立

つ
と
、
や
は
り
一
つ
ひ
と
つ
細
か
い
状

況
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

な
の
で
す
。

釣
り
人
は
科
学
者
と

同
じ
こ
と
を
し
て
い
る

　

魚
の
ス
レ
に
関
し
て
も
こ
の
よ
う
に

あ
い
ま
い
な
の
で
す
か
ら
、
一
般
的
な

「
必ひ

っ
ち
ょ
う
ほ
う

釣
法
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら

く
釣
り
が
上
手
な
人
に
は
「
こ
う
す
れ

ば
釣
れ
る
は
ず
」
と
い
う
柱
が
自
分
の

な
か
に
あ
っ
て
、
そ
の
柱
が
無
意
識
の

う
ち
に
そ
の
日
ご
と
の
条
件
に
最
適
化

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
は
言
語
化
さ
れ
な
い
経
験
に
裏

打
ち
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
今
日
は

曇
り
だ
か
ら
魚
が
浮
い
て
き
て
い
る
だ

ろ
う
と
か
、
晴
れ
て
い
る
か
ら
日
陰
を

狙
っ
て
み
よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で

す
。
具
体
的
に
ど
の
魚
が
ど
の
明
る
さ

の
場
所
を
好
む
か
、
と
い
う
こ
と
を
厳

密
に
知
ら
な
く
て
も
、
経
験
上
か
ら
無

意
識
に
判
断
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

疑
問
に
対
し
仮
説
を
立
て
て
検
証
し
、

結
果
を
踏
ま
え
て
新
た
な
仮
説
を
立
て

る
。
研
究
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
繰
り
返

し
で
す
が
、
釣
り
人
が
し
て
い
る
こ
と

も
お
そ
ら
く
同
じ
で
す
。
な
ん
と
な
く

「
こ
こ
か
な
ぁ
」
と
思
っ
て
釣
っ
た
ら

釣
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
だ
け

に
頼
る
と
、「
こ
の
場
所
は
釣
れ
る
」
と

い
う
間
違
っ
た
思
い
込
み
に
陥
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
ほ
ん
と
う
は
流
れ
の
強
さ
、

天
候
、
エ
サ
や
天
敵
の
有
無
…
…
さ
ま
ざ

ま
な
条
件
が
合
っ
た
結
果
、〈
た
ま
た
ま
〉

そ
こ
で
釣
れ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

　

腕
の
い
い
釣
り
人
は
こ
う
し
た
偶
然

を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
な
く
、
な
ぜ
釣

れ
た
の
か
を
き
ち
ん
と
分
析
し
て
解
釈

し
、
新
た
に
仮
説
を
立
て
て
検
証
す
る

こ
と
を
無
意
識
に
や
っ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
。
こ
の
点
で
は
、
釣
り
は
ま
さ
し

く
科
学
的
な
営
み
だ
と
思
い
ま
す

（
２
０
１
８
年
４
月
11
日
取
材
）

科学

自然渓流におけるイワナの釣られやすさ
坪井潤一さんたちが北海道南部の自然渓流
でイワナを釣り、残りのイワナもすべて採捕。
両者に別々の標識を付けたあと放流し、約50
日後に二度目の調査を行なったところ、釣られ
た経験の有無によって個体の釣られやすさに

差は出なかった。「魚の釣られやすさには個体
差がある」という第一の仮説も、「魚は釣られ
たことを覚えている」という第二の仮説も当て
はまらない。ちなみに、大きな魚ほど釣れやす
く、成長率も高いとの結果も得られた。

吉田誠さんが下記の論文から作図したものを参考に編集部作成
｢キャッチアンドリリースされたイワナの成長・生残・釣られやすさ」（坪井潤一、森田健太郎、松石隆）
日本水産学会誌68巻2号pp.180-185（2002）

1回目 2回目

2回目の調査で釣られた割合

プロットは各渓流の実測データを
示す（●経験なし ●経験あり） 

＊ロジスティック重回帰分析
　釣り上げ経験：p=0.469
　尾叉長：p<0.001

釣り上げて標識を付け
キャッチ＆リリース

50日後

釣れた魚のなかの
割合を調べる

釣られた経験を
もたない魚

釣られた経験の
ある魚

50-100 100-150 150-200 200-250 250-300
尾叉長（びさちょう）（注）

釣り上げ経験
なし
あり 釣り上げ経験に

よる差はない

大きな魚ほど釣りやすい

100

80

60

40

20

0
（mm）（%）

（注）尾叉長
魚の上アゴの先端から尾ビレが二つに分かれ
た中央部のもっともへこんだ部分までの長さ。
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激
論
を
経
て
見
え
た

釣
り
人
が
す
べ
き
こ
と

　
「
店
長
は
ね
、
長
め
の
竿
を
使
っ
て
、

き
れ
い
な
サ
イ
ド
ス
ロ
ー
で
投
げ
る
よ
」

　

そ
ん
な
釣
り
仲
間
の
言
葉
を
思
い
出

し
な
が
ら
、
琵
琶
湖
南
端
の
釣
り
場
で
、

京
都
市
の
釣
具
店
「
バ
ス
フ
ィ
ー
ル

ド
」
の
店
長
、
川
村
岳た

け
ひ
ろ大

さ
ん
の
姿
を

探
し
た
。
川
村
店
長
が
積
極
的
に
行
な

っ
て
き
た
、
琵
琶
湖
の
釣
り
人
の
マ
ナ

ー
ア
ッ
プ
の
た
め
の
活
動
に
つ
い
て
聞

く
た
め
だ
。

　

釣
り
場
で
は
「
釣
り
人
が
居
れ
ば
水

辺
は
綺
麗
に
な
る
。」
と
い
う
言
葉
を

印
刷
し
た
ご
み
袋
を
配
る
活
動
も
行
な

っ
て
い
る
と
も
聞
く
。
そ
れ
も
見
て
み

た
か
っ
た
。

　

ほ
ど
な
く
川
村
店
長
を
発
見
。
前
日

の
「
淡お

う
み海

を
守
る
釣
り
人
の
会
」（
後
述
）

の
清
掃
で
も
会
っ
て
い
た
が
、
湖
面
を

見
つ
め
る
鋭
い
目
は
、
そ
の
と
き
と
は

様
子
が
違
っ
た
。

　

川
村
店
長
が
「
バ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
」

を
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は
１
９
９
９
年

（
平
成
11
）
の
こ
と
。
独
学
で
始
め
た
バ

ス
釣
り
に
夢
中
に
な
り
、
勢
い
で
店
を

開
い
た
の
だ
と
い
う
。
当
時
は
90
年
代

に
盛
り
上
が
っ
た
バ
ス
釣
り
ブ
ー
ム
が

勢
い
を
失
っ
て
い
っ
た
時
期
。
周
囲
か

ら
は
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
は
厳
し
い
」

環境

ごみを拾う釣り人たち
琵琶湖で始まった新たな交流

写真：滋賀県大津市の唐橋公園付近で
行なわれた「淡海を守る釣り人の会」主
催の「第13回 釣り人による清掃活動」

琵琶湖はバイカル湖やタンガ
ニーカ湖などとともに世界的に
有名な古代湖であり、ここでし
か見られない固有種も多い一
方、外来魚のブラックバスを狙
う釣り人の姿は絶えない。今、
「ごみ拾い」をきっかけに、釣り
人たちと環境保全に取り組む
人たちとの間で、かつてない
交流が生まれている。

ごみを拾う釣り人たち
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と
忠
告
を
受
け
た
が
、
や
っ
て
み
た
い

と
い
う
思
い
が
勝
っ
た
。

　

開
店
か
ら
４
年
が
経
っ
た
こ
ろ
、
琵

琶
湖
の
バ
ス
釣
り
界
を
揺
る
が
す
事
態

が
起
こ
る
。「
滋
賀
県
・
琵
琶
湖
の
レ
ジ

ャ
ー
利
用
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
」

（
通
称
・
リ
リ
ー
ス
禁
止
条
例
／
略
称
・
リ
リ
禁
）
の

制
定
で
あ
る
。

　

バ
ス
に
代
表
さ
れ
る
外
来
種
が
与
え

る
琵
琶
湖
の
生
態
系
へ
の
悪
影
響
が
深

刻
化
し
て
い
る
と
し
て
、
さ
ら
な
る
駆

除
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
釣
り

上
げ
た
際
の
リ
リ
ー
ス
（
川
や
湖
に
放
す
こ

と
）
が
禁
止
さ
れ
た
の
だ
。
こ
れ
に
よ

り
、
琵
琶
湖
で
バ
ス
を
釣
っ
た
場
合
は
、

持
ち
帰
る
、
も
し
く
は
回
収
ボ
ッ
ク
ス

に
廃
棄
し
な
い
と
い
け
な
く
な
っ
た
。

　

こ
の
〈
リ
リ
禁
〉
制
定
前
後
は
、
漁

業
関
係
者
ら
条
例
に
賛
成
す
る
者
、
バ

ス
釣
り
を
好
む
釣
り
人
ら
条
例
に
反
対

す
る
者
の
間
で
議
論
が
過
熱
し
た
。

「
僕
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板

な
ど
で
、
実
名
を
出
し
て
意
見
を
表
明

し
て
い
き
ま
し
た
。
僕
の
立
場
は
少
し

特
殊
で
、
バ
ス
釣
り
を
誰
も
が
楽
し
め

る
環
境
は
守
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
の

で
〈
リ
リ
禁
〉
に
は
反
対
。
で
も
、
釣

り
人
側
か
ら
の
生
命
倫
理
、
つ
ま
り

『
か
わ
い
そ
う
だ
』
と
い
っ
て
駆
除
を

否
定
す
る
声
も
違
う
と
。
鉤は

り

で
釣
り
上

げ
て
い
る
以
上
、
僕
ら
も
バ
ス
を
傷
つ

け
て
い
た
ん
で
す
か
ら
」

　

賛
成
派
と
反
対
派
の
間
に
深
い
溝
を

残
し
た
ま
ま
〈
リ
リ
禁
〉
は
施
行
さ
れ

た
。
多
く
の
釣
り
人
に
と
っ
て
納
得
の

い
か
な
い
結
果
と
な
っ
た
が
、
川
村
店

長
は
落
胆
す
る
こ
と
も
な
く
今
後
を
見

据
え
た
。
議
論
を
通
じ
釣
り
人
側
が
取

り
組
む
べ
き
課
題
が
見
つ
か
っ
た
か
ら

だ
。

「
釣
り
人
が
出
す
ご
み
の
問
題
が
バ
ス

釣
り
の
イ
メ
ー
ジ
の
悪
化
を
招
い
て
い

た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
こ
を
ち
ゃ
ん
と
し
な
い
限
り
、
今
後

ど
ん
な
意
見
も
通
ら
な
い
と
思
っ
た
ん

で
す
」

　

川
村
店
長
は
「
釣
り
人
は
ご
み
を
拾

う
も
の
」
を
ご
く
あ
た
り
ま
え
に
す
る

こ
と
、
そ
の
う
え
で
釣
り
人
以
外
の
多

く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事

だ
と
考
え
た
。
そ
し
て
釣
り
竿
を
持
ち
、

ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
用
し
て
、
明

ら
か
に
釣
り
人
だ
と
わ
か
る
ス
タ
イ
ル

で
清
掃
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
し
た
。

さ
ら
に
前
述
の
「
釣
り
人
が
居
れ
ば
水

辺
は
綺
麗
に
な
る
。」
と
い
う
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
を
印
刷
し
た
ス
テ
ッ
カ
ー
や

ご
み
袋
の
販
売
も
始
め
た
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
徐
々
に
釣
り

人
の
間
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ご
み
袋
に
は
釣
り
具
メ
ー
カ
ー
か
ら
協

賛
を
受
け
て
お
り
、「
釣
り
人
は
ご
み
を

拾
う
も
の
」
と
い
う
新
た
な
常
識
は
少

し
ず
つ
定
着
し
て
い
っ
た
。

13ほぼ毎日琵琶湖に通う川村岳大さん。この
日も開店までの数時間、バスを狙ってルアーを
投げつつ、ごみも拾う。腰に括りつけているのが
オリジナルのごみ袋 2釣り人のマナーアップの
ために、川村店長が配布するオリジナルごみ袋
と携帯用灰皿。取材中に一人の釣り人がごみ
袋を持ち帰った 4撮影中、体長50cmのバス
を釣り上げた川村店長

12

3

4
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釣
り
人
の
ア
ウ
ェ
ー
に

飛
び
込
み
広
が
っ
た
世
界

　

そ
ん
な
川
村
店
長
の
活
動
に
影
響
を

受
け
、
行
動
を
起
こ
し
た
人
が
い
る
。

バ
ス
釣
り
を
愛
し
、
大
阪
か
ら
足
し
げ

く
琵
琶
湖
に
通
っ
て
い
た
津

 
つ
く
ま
 
み
さ
お

熊
操
さ
ん

だ
。

　

津
熊
さ
ん
は
釣
り
仲
間
と
２
人
で
清

掃
活
動
を
始
め
た
。
２
カ
月
に
一
度
、

琵
琶
湖
の
釣
り
場
で
ご
み
を
拾
っ
て
い

く
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

「
川
村
店
長
の
活
動
を
参
考
に
、
釣
り

人
だ
と
わ
か
る
ス
タ
イ
ル
で
ご
み
を
拾

い
は
じ
め
た
ん
で
す
。
当
初
は
呼
び
か

け
が
う
ま
く
い
か
ず
、
参
加
者
は
数
人

と
い
う
、
規
模
の
小
さ
な
も
の
で
し
た
」

　

津
熊
さ
ん
た
ち
は
、
活
動
を
も
っ
と

多
く
の
人
た
ち
と
と
も
に
行
な
い
た
い

と
考
え
、
よ
り
積
極
的
に
呼
び
か
け
て

い
っ
た
。
そ
ん
な
方
針
が
、
思
わ
ぬ
出

会
い
を
引
き
寄
せ
る
。

　

国
土
交
通
省
が
管
理
す
る
施
設
で
、

琵
琶
湖
や
河
川
に
関
す
る
情
報
収
集
・

提
供
を
通
じ
て
近
隣
住
民
と
の
交
流
を

図
っ
て
い
る
「
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
琵
琶
」
に
勤
務
す
る
武
田
み
ゆ
き

さ
ん
は
、
津
熊
さ
ん
か
ら
の
メ
ー
ル
を

受
け
取
っ
た
と
き
の
こ
と
を
振
り
返
る
。

「
私
た
ち
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
日
々
の
琵
琶
湖

の
水
位
や
放
流
量
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
釣
り
を
す
る

際
の
情
報
源
に
も
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
釣
り
人
の
マ
ナ
ー
の
問
題
を
発
信

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を

見
た
津
熊
さ
ん
か
ら
、
一
緒
に
清
掃
活

動
を
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
い
う
メ
ー

ル
が
届
い
た
の
で
す
」

　

地
域
の
た
め
の
活
動
を
し
て
い
る
人

や
団
体
が
行
政
に
協
力
を
求
め
る
こ
と

は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
琵

琶
湖
に
お
け
る
釣
り
人
と
い
う
立
場
に

あ
る
者
が
行
政
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
く

る
ケ
ー
ス
は
、
当
時
ほ
ぼ
な
か
っ
た
。

〈
リ
リ
禁
〉
を
巡
る
紛
糾
は
釣
り
人
た

ち
に
「
招
か
れ
ざ
る
客
で
あ
る
」
と
い

う
疎
外
感
を
与
え
て
い
た
。
武
田
さ
ん

は
続
け
る
。

「〈
リ
リ
禁
〉
以
降
の
釣
り
人
と
行
政

の
関
係
は
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
い
て
、
行

政
側
も
多
く
の
人
が
こ
の
関
係
を
変
え

て
い
け
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
釣
り
人
が
頼
っ
て
く
れ
る
の

を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ん
で

す
。
自
分
た
ち
の
仲
間
の
マ
ナ
ー
の
悪

さ
を
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
人
に

か
か
わ
っ
て
い
く
の
は
、
勇
気
が
必
要

だ
っ
た
は
ず
。
そ
ん
な
な
か
で
津
熊
さ

ん
た
ち
は
一
歩
を
踏
み
出
し
て
く
れ
た

ん
で
す
」

　

心
意
気
に
打
た
れ
た
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
琵
琶
は
協
力
を
快
諾
。
つ

ごみを拾う釣り人たち

1

2

3

4

12琵琶湖畔を清掃する釣り人たち。大人に混ざって奮闘する子どもの姿も 3
「淡海を守る釣り人の会」の皆さん。左から武田みゆきさん、田城愛さん、代表の津
熊操さん、辻本純成さん、勝山裕之さん 4「淡海の川づくりフォーラム」でプレゼン
する津熊さん（提供：淡海を守る釣り人の会）
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な
が
り
を
も
つ
団
体
に
声
を
か
け
、
津

熊
さ
ん
た
ち
の
清
掃
活
動
へ
の
参
加
を

促
し
た
。
参
加
者
は
26
名
に
膨
ら
ん
だ
。

「
釣
り
人
の
マ
ナ
ー
に
厳
し
い
目
を
向

け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
団
体
も
参
加
し

て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
あ
り
が
た

く
思
う
の
と
同
時
に
『
厳
し
い
こ
と
を

言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
』
と
い
う
不

安
も
あ
り
ま
し
た
。『
絶
対
怒
ら
れ
る
や

ん
』
っ
て
」（
津
熊
さ
ん
）

　

だ
が
、
と
も
に
清
掃
活
動
を
行
な
い
、

琵
琶
湖
へ
の
思
い
を
語
り
合
う
う
ち
に

理
解
は
深
ま
っ
た
。

釣
り
人
が
決
し
て
招

か
れ
ざ
る
客
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
津

熊
さ
ん
た
ち
は
知
る

こ
と
と
な
る
。

　

そ
の
様
子
を
見
て

い
た
武
田
さ
ん
は
、

津
熊
さ
ん
た
ち
の
背

中
を
さ
ら
に
押
し
た
。

滋
賀
県
が
主
催
す
る

イ
ベ
ン
ト
「
淡
海
の

川
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
に
参
加
し
、
釣

り
人
た
ち
の
思
い
を

よ
り
多
く
の
人
に
届

け
な
い
か
と
提
案
し
た
の
だ
。

　

今
度
は
津
熊
さ
ん
た
ち
が
行
政
の
心

意
気
に
こ
た
え
た
。
慣
れ
ぬ
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
で
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
紹

介
し
、
釣
り
人
の
琵
琶
湖
へ
の
思
い
を

伝
え
た
。

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
コ
ン
ペ
形
式
で
、
そ

う
し
た
も
の
に
慣
れ
た
活
動
歴
の
長
い

団
体
の
発
表
も
多
く
あ
っ
た
の
で
す
が
、

津
熊
さ
ん
た
ち
は
そ
れ
を
上
回
る
評
価

を
受
け
〈
マ
ザ
ー
レ
イ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム

賞
〉
を
受
賞
し
た
ん
で
す
」（
武
田
さ
ん
）

　

決
し
て
流
暢
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
高
い
評
価
が

与
え
ら
れ
た
の
は
、
琵
琶
湖
の
環
境
を

考
え
る
人
々
の
、
釣
り
人
へ
の
期
待
と

関
心
の
表
れ
だ
っ
た
。

釣
り
人
が
果
た
せ
る

新
し
い
役
割
を
模
索

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
参
加
を
機
に
、
津
熊

さ
ん
た
ち
は
団
体
名
を
「
淡
海
を
守
る

釣
り
人
の
会
」
と
し
た
。
清
掃
活
動
の

規
模
を
大
き
く
し
て
い
く
と
と
も
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
々
と
交
流
し
な

が
ら
、
釣
り
人
が
琵
琶
湖
の
た
め
に
果

た
せ
る
新
た
な
役
割
を
模
索
し
て
い
る
。

な
お
、
バ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
の
川
村
店
長

も
清
掃
に
参
加
し
、
津
熊
さ
ん
た
ち
の

大
き
く
広
げ
て
い
く
活
動
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
る
。

　

淡
海
を
守
る
釣
り
人
の
会
の
一
員
で

あ
る
田
城
愛
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
の
ビ

ジ
ョ
ン
を
語
る
。

「
琵
琶
湖
の
様
子
の
変
化
に
い
ち
早
く

気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
が
釣
り
人
。

ア
オ
コ
や
新
し
い
種
類
の
藻
の
発
生
を
、

い
ち
早
く
琵
琶
湖
博
物
館
の
学
芸
員
に

伝
え
研
究
に
活
か
し
て
い
た
だ
い
た
ケ

ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
釣
り
人
が
水
辺
に

立
っ
た
り
、
ボ
ー
ト
で
湖
上
に
出
た
り

し
て
得
た
情
報
が
、
琵
琶
湖
の
た
め
に

活
用
さ
れ
る
し
く
み
を
つ
く
れ
な
い
か
。

そ
ん
な
こ
と
も
考
え
て
い
る
ん
で
す
」

　

利
害
や
意
見
の
相
違
な
ど
を
整
理
し

た
情
報
は
物
事
を
捉
え
や
す
く
す
る
一

方
で
、
先
入
観
を
生
み
対
立
を
深
め
る

こ
と
も
あ
る
。「
娯
楽
の
場
を
守
ろ
う
と

す
る
釣
り
人
」「
そ
れ
を
苦
々
し
く
見
る

住
民
」「
規
制
す
る
行
政
」
―
―
。
琵
琶

湖
の
釣
り
人
が
感
じ
て
き
た
疎
外
感
は
、

こ
う
し
た
構
図
の
独
り
歩
き
が
も
た
ら

し
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

だ
が
、
異
な
る
立
場
の
人
た
ち
と
も

臆
せ
ず
交
流
し
、
釣
り
場
の
美
化
に
努

め
、
釣
り
で
得
た
情
報
を
社
会
の
た
め

に
活
か
す
と
い
っ
た
新
た
な
役
割
を
担

っ
て
み
せ
よ
う
と
す
る
釣
り
人
た
ち
に

は
、
そ
ん
な
構
図
を
い
と
も
簡
単
に
壊

し
て
く
れ
そ
う
な
、
前
向
き
さ
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
あ
っ
た
。

（
２
０
１
８
年
4
月
15
～
16
日
取
材
）

環境

「第13回釣り人による清掃活動」に参加し
た釣り人たちと収集したごみ類。そのほとん
どが生活ごみだった。川村店長も毎回参加
している（最前列の左から3番目）

水の文化 59号　特集「釣りの美学―静寂と興奮の狭間で」
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釣
り
の
魅
力
は

静
寂
と
興
奮
の
落
差

「
一
時
間
、
幸
わ
せ
に
な
り
た
か
っ

た
ら
酒
を
飲
み
な
さ
い
。
三
日
間
、

幸
わ
せ
に
な
り
た
か
っ
た
ら
結
婚
し

な
さ
い
。
八
日
間
、
幸
わ
せ
に
な
り

た
か
っ
た
ら
豚
を
殺
し
て
食
べ
な
さ

い
。
永
遠
に
、
幸
わ
せ
に
な
り
た
か

っ
た
ら
釣
り
を
覚
え
な
さ
い
。」

　

こ
れ
は
作
家
の
開
高
健
が
ア
マ
ゾ

ン
を
60
日
か
け
て
巡
っ
た
釣
り
紀
行

『
オ
ー
パ
！
』（
集
英
社 

１
９
７
８
）
に
記

し
た
中
国
の
古こ

諺げ
ん

だ
。
釣
り
人
の
間

で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
開
高
自

身
は
「
引
用
元
は
わ
か
ら
な
い
」
と

も
記
し
て
い
る
。
40
年
経
っ
て
も
こ

の
文
言
が
流
布
し
て
い
る
の
は
、
釣

り
の
魅
力
を
よ
く
表
し
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う
。

　

開
高
と
親
交
が
深
く
、
釣
り
名
人

と
し
て
名
高
い
尺
八
奏
者
・
作
曲
家

の
福
田
蘭
堂
、
さ
ら
に
作
家
の
井
伏

鱒
二
や
幸
田
露
伴
な
ど
釣
り
に
熱
中

し
た
文
化
人
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

そ
し
て
、
釣
り
は
し
ば
し
ば
人
の
生

き
方
も
変
え
る
。
バ
ス
フ
ィ
ッ
シ
ン

グ
に
ハ
マ
り
、
京
都
駅
そ
ば
で
営
ん

で
い
た
た
こ
焼
き
屋
を
畳
み
釣
具
店

を
開
業
し
た
川
村
岳
大
さ
ん
（
ｐ
31
）、

釣
り
を
始
め
て
交
友
関
係
が
広
が
っ

た
ピ
ー
タ
ー 

フ
ラ
ン
ク
ル
さ
ん
（
ｐ

10
）、
和
竿
の
釣
り
味
に
魅
了
さ
れ
、

自
分
で
つ
く
る
よ
う
に
も
な
っ
た
三

ツ
木
新
吉
さ
ん
（
ｐ
18
）。
皆
、
釣
り

の
魅
力
を
熱
っ
ぽ
く
語
っ
て
く
れ
た
。

　

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
を
熱
中
さ
せ

る
理
由
に
つ
い
て
、
評
論
家
の
森
秀

人
は
「
た
ぶ
ん
そ
れ
は
、
釣
り
が
魚

捕
り
以
外
の
大
き
な
魅
力
を
備
え
て

い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
釣
り
は
緊

張
、
陶
酔
、
解
放
と
い
う
興
奮
回
路

の
繰
り
返
し
で
あ
る
」
と
か
つ
て
述

べ
た
。
大
岡
玲
さ
ん
が
「
ひ
と
し
ず

く
」（
ｐ
２
）
で
見
事
に
表
現
し
て
い

る
よ
う
に
、
静
寂
の
な
か
、
水
の
な

か
か
ら
身
を
躍
ら
せ
て
魚
が
食
い
つ

く
そ
の
瞬
間
の
興
奮
が
、
釣
り
の
魅

力
な
の
で
あ
る
。

釣
り
人
と
魚
、

水
と
の
関
係

　

釣
り
と
い
う
行
為
を
遡
れ
ば
、
博

物
館
に
獣
骨
や
石
を
用
い
た
釣つ

り
鉤ば
り

が
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
古
代
に
生

ま
れ
た
狩
猟
方
法
の
一
つ
だ
。

　

魚
類
学
者
・
末
広
恭
雄
の
著
書

『
釣
ろ
う
・
釣
る
・
釣
れ
た
―
釣
魚

生
態
学
―
』（
二
見
書
房 

１
９
７
６
）
に

よ
る
と
、
魚
を
獲
る
た
め
に
ま
ず
ヤ

ス
（
銛も
り

）
が
、
次
い
で
釣
り
が
生
ま

れ
、
そ
の
あ
と
に
網
が
発
明
さ
れ
た
。

縄
文
時
代
晩
期
、
東
北
地
方
で
は
釣

り
鉤
に
よ
る
マ
グ
ロ
漁
が
盛
ん
だ
っ

た
し
、『
古
事
記
』
に
出
て
く
る
神
話

「
海う
み
さ
ち
や
ま
さ
ち

幸
山
幸
」
で
は
火ほ

で
り
の
み
こ
と

照
命
の
持
つ

釣
り
鉤
か
ら
物
語
が
進
ん
で
い
く
。

　

時
代
が
下
る
と
、
釣
り
は
食
料
を

得
る
手
段
か
ら
徐
々
に
趣
味
の
色
彩

を
強
め
て
い
っ
た
。
江
戸
時
代
に
釣

り
が
盛
ん
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

は
、
長
辻
象
平
さ
ん
が
詳
ら
か
に
し

た
と
お
り
だ
（
ｐ
６
）。

　

元
来
食
料
の
調
達
手
段
な
の
で
、

釣
り
に
は
魚
と
い
う
獲
物
を
食
す
楽

し
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
空
腹
を
満

た
す
だ
け
で
は
な
く
、
知
的
好
奇
心

を
満
た
す
存
在
で
も
あ
る
と
平
坂
寛

さ
ん
に
教
え
ら
れ
た
（
ｐ
24
）。

　

釣
り
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。

初
心
者
で
も
あ
っ
け
な
く
釣
れ
る
こ

と
が
あ
る
し
、
ベ
テ
ラ
ン
が
手
を
尽

く
し
て
も
釣
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。

人
間
は
魚
が
棲
む
水
の
な
か
を
あ
り

の
ま
ま
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
釣
り
人
は
知
識
や
経
験
を

照
ら
し
合
わ
せ
て
魚
の
状
態
を
想
像

し
工
夫
す
る
。
腕
利
き
の
釣
り
師
は

科
学
者
と
同
じ
行
為
を
し
て
い
る
と
、

現
役
の
研
究
者
、
吉
田
誠
さ
ん
は
指

摘
す
る
（
ｐ
28
）。

　

釣
り
人
が
「
釣
り
に
行
き
た
い
」

と
思
う
と
き
、
水
際
に
立
つ
自
分
や

水
辺
の
風
景
を
夢
想
し
て
い
る
。
そ

ん
な
「
釣
り
を
通
じ
て
生
ま
れ
る
人

と
水
の
関
係
性
」
を
明
快
に
語
っ
て

く
れ
た
の
は
「
テ
ン
カ
ラ
大
王
」
こ

と
石
垣
尚
男
さ
ん
だ
（
ｐ
14
）。

「
私
の
よ
う
に
長
い
間
釣
り
を
し
て

い
る
と
、『
魚
を
考
え
る
こ
と
は
水
を

考
え
る
こ
と
だ
な
』
と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
釣

り
人
も
『
水
』
や
『
水
の
文
化
』
に

か
か
わ
る
一
員
だ
と
思
い
ま
す
」。

釣
り
人
が
担
う

社
会
的
役
割

　

で
は
、
釣
り
人
は
今
ど
れ
く
ら
い

い
る
の
か
。
総
務
省
が
「
平
成
28
年

社
会
生
活
基
本
調
査
」
を
踏
ま
え
て

公
表
し
た
「
釣
り
の
行
動
者
数
」
に

よ
る
と
、
過
去
一
年
間
に
釣
り
を
し

た
15
歳
以
上
の
人
は
８
８
７
万
２
０

０
０
人
。
子
ど
も
の
数
を
含
め
れ
ば

も
う
少
し
多
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
約
９
０
０
万
人
も
の
釣
り
人

が
、
自
然
の
恵
み
を
享
受
す
る
だ
け

で
な
く
、
仮
に
社
会
的
な
役
目
を
担

う
存
在
と
な
れ
ば
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ

り
そ
う
だ
が
、
そ
れ
に
は
ど
ん
な
方

法
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ご
み
拾
い
を
き
っ
か
け
に
釣
り
人

と
地
域
住
民
の
交
流
が
始
ま
っ
て
い

る
琵
琶
湖
（
ｐ
31
）
で
は
、
釣
り
人

が
発
見
し
た
異
変
を
研
究
者
に
伝
え
、

サ
ン
プ
ル
も
採
取
し
て
手
渡
し
た
と

い
う
話
を
「
淡お

う
み海
を
守
る
釣
り
人
の

会
」
の
皆
さ
ん
に
聞
い
た
。
釣
り
人

は
水
辺
に
い
る
時
間
が
長
く
、
定
点

観
測
し
て
い
る
の
で
異
常
に
気
づ
き

や
す
い
。
護
岸
工
事
の
あ
と
に
タ
ナ

ゴ
が
い
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
話
も

琵
琶
湖
で
耳
に
し
た
。

　

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
蓄
積
や
分
析
が

進
む
現
代
社
会
で
、
魚
や
水
質
、
植

生
な
ど
水
辺
に
か
か
わ
る
情
報
を
釣

り
人
た
ち
が
提
供
す
る
こ
と
は
、
釣

り
に
新
た
な
色
相
を
加
え
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
釣
り
人
が
増
え

る
こ
と
で
水
や
水
辺
、
魚
と
い
う
生

物
資
源
が
守
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

釣
り
上
げ
た
魚
を
再
び
水
に
戻
す

「
キ
ャ
ッ
チ
＆
リ
リ
ー
ス
」
は
比
較

的
新
し
い
釣
り
の
概
念
だ
が
、
こ
れ

を
「
釣
り
は
結
果
よ
り
も
過
程
を
楽

し
む
も
の
」
と
い
う
釣
り
人
の
意
識

が
変
化
し
た
こ
と
の
発
露
と
捉
え
る

な
ら
ば
、
こ
う
し
た
新
た
な
概
念
は

今
後
も
生
ま
れ
う
る
。「
釣
り
人
は
ご

み
を
拾
う
も
の
」
を
当
然
の
こ
と
と

す
る
人
た
ち
が
、
す
で
に
現
れ
て
い

る
よ
う
に
―
―
。

　

狩
猟
か
ら
趣
味
へ
と
移
行
し
た
釣

り
は
、
習
得
・
共
有
・
伝
達
さ
れ
て

文
化
と
な
っ
た
。
こ
の
先
、
社
会
的

な
役
目
も
担
う
と
す
れ
ば
、
釣
り
文

化
は
よ
り
重
層
的
な
も
の
と
な
る
し
、

そ
の
兆
し
は
見
え
て
い
る
。

「
釣
る
」
だ
け
で
は
な
い
「
釣
り
文
化
」

編
集
部

文化をつくる
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メ
コ
ン
川
の
三
つ
の
顔

　

日
本
リ
ー
ダ
ー
ズ
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
社
発
行
『
世
界
の
大
河
―
歴
史
と
ロ
マ
ン
を
求

め
て
』（
１
９
８
０
年
）
で
は
、
伴
野
朗
は
メ
コ
ン
川
に
は
、
三
つ
の
顔
が
あ
る
と
い
う
。

①
チ
ベ
ッ
ト
の
雲
か
ら
生
ま
れ
出
た
神
秘
を
浮
か
べ
た
顔
、
②
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の

「
母
な
る
大
河
」
と
し
て
穏
や
か
な
微
笑
み
を
浮
か
べ
た
顔
。
生
活
、
農
業
、
都
市
、

宗
教
、
文
明
そ
し
て
大
地
そ
の
も
の
ま
で
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
は
そ
の
す
べ
て
を
こ

の
川
に
負
っ
て
い
る
。
③
メ
コ
ン
川
に
は
憂
い
を
帯
び
た
顔
が
あ
る
。
メ
コ
ン
川
は

そ
の
豊
か
な
流
れ
ゆ
え
に
、
人
間
た
ち
の
争
奪
の
場
と
な
る
。
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
内
戦
、
中
越
戦
争
な
ど
で
政
治
的
、
民
族
的
な
対
立

紛
争
が
続
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
書
に
よ
り
メ
コ
ン
川
の
流
れ
を
追
っ
て
み
た
い
。
遠
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
系
チ
ベ

ッ
ト
高
原
の
海
抜
５
０
０
０
ｍ
の
源
か
ら
発
す
る
メ
コ
ン
川
は
、
南
に
流
れ
て
中
国
雲

南
省
を
過
ぎ
、
や
が
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス
国
境
に
出
る
。
激
流
が
岩
を
咬
み
、

岸
を
穿
ち
、
峡
谷
を
侵
し
、
急
勾
配
を
砕
け
な
が
ら
流
れ
落
ち
る
。
や
が
て
ゆ
る
や

か
な
流
れ
と
な
り
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
国
境
を
南
に
、
さ
ら
に
ラ
オ
ス
の
旧
王
都
ル
ア

ン
プ
ラ
バ
ン
を
過
ぎ
首
都
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
に
出
る
。
さ
ら
に
ラ
オ
ス
の
西
南
端
を
横

切
り
、
滝
と
な
っ
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
流
れ
込
む
。

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
首
都
プ
ノ
ン
ペ
ン
付
近
で
、
内
海
の
よ
う
な
ト
ン
レ
サ
ッ
プ
湖
に
通

じ
る
水
路
と
合
流
し
、
ベ
ト
ナ
ム
南
部
に
広
大
で
肥
沃
な
メ
コ
ン
デ
ル
タ
を
形
成
す
る
。

こ
う
し
て
メ
コ
ン
川
は
大
き
な
九
つ
の
河
口
か
ら
膨
大
な
水
と
土
砂
を
南
シ
ナ
海
に
吐

き
出
し
て
い
る
。
中
国
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム

の
６
カ
国
を
流
れ
る
国
際
河
川
で
あ
る
。
ラ
オ
ス
、
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
一
部
は
こ

の
川
が
国
境
を
な
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
昔
か
ら
戦
乱
が
絶
え
な
い
。

　

モ
ン
ス
ー
ン
の
気
候
に
よ
っ
て
季
節
的
に
メ
コ
ン
川
の
水
位
は
増
減
す
る
。
夏
に

は
高
水
位
と
な
り
、
10
月
下
旬
水
が
引
き
始
め
、
最
低
水
位
は
３
月
、
４
月
と
な
る
。

メ
コ
ン
川
の
諸
元
は
全
長
約
４
３
５
０
㎞
、
流
域
面
積
約
81
万
㎢
、
年
間
最
大
流
量
５

万
２
０
０
０
㎥
／
ｓ
、
年
間
最
小
流
量
１
７
５
０
㎥
／
ｓ
で
あ
る
。

メ
コ
ン
川
を
下
る

　

青
柳
健
二
著
『
メ
コ
ン
を
流
れ
る
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
・
１
９
９
６
年
）、
同
著
『
メ
コ
ン

河　

ア
ジ
ア
の
流
れ
を
ゆ
く
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
・
１
９
９
５
年
）
は
、
と
も
に
源
流
域
中
国

か
ら
河
口
メ
コ
ン
デ
ル
タ
地
域
ま
で
豊
富
な
写
真
で
捉
え
て
い
る
。

　

源
流
中
国
青
海
省
・
雲
南
省
の
印
象
を
龍
神
舞
い
降
り
る
天
空
の
大
地
を
発
つ
と

表
現
す
る
。
メ
コ
ン
川
流
域
で
は
雲
南
省
南
部
か
ら
カ
ン
ボ
ジ
ア
ま
で
、
主
な
宗
教

は
南
方
上
座
部
仏
教
で
あ
る
。
４
月
中
旬
の
暑
い
時
期
に
タ
イ
民
族
の
「
水
か
け
祭

り
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
自
転
車
に
乗
っ
た
人
に
女
の
子
が
に
こ
や
か
に
水
を
掛

け
る
シ
ー
ン
は
和
や
か
な
光
景
で
あ
る
。
中
流
域
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
を

慈
し
み
の
島
、
そ
し
て
精
霊
の
滝
へ
と
し
て
、
ラ
オ
ス
南
部
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
国
境
に

近
い
ソ
ン
パ
ミ
ッ
ト
の
滝
を
写
す
。
こ
の
あ
た
り
は
早
瀬
、
滝
、
島
な
ど
が
多
い
。

ま
た
コ
ー
ン
パ
ペ
ン
の
滝
は
、
メ
コ
ン
川
本
流
で
最
大
の
滝
で
、
落
差
約
15
ｍ
、
幅
３

０
０
ｍ
を
誇
り
、
上
流
、
下
流
の
往
来
を
妨
げ
て
い
る
。

　

メ
コ
ン
川
は
こ
の
あ
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
流
れ
て
い
く
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
流
れ
に
つ

い
て
、
水
神
走
る
、
祭
り
の
狂
熱
に
酔
う
と
表
す
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
各
地
の
予
選
大
会

で
勝
ち
抜
い
た
ボ
ー
ト
が
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
集
ま
り
、
レ
ー
ス
を
行
な
う
。
ボ
ー
ト
に

は
蛇
神
ナ
ー
ガ
を
か
た
ど
っ
て
い
る
。
ナ
ー
ガ
は
人
間
に
恵
み
を
も
た
ら
す
雨
や
水

を
司
る
神
で
あ
る
。
水
祭
り
は
、
人
々
に
豊
か
な
作
物
や
川
に
も
た
ら
し
て
く
れ
る

水
に
感
謝
す
る
行
事
で
あ
る
。

　

管 

洋
志
著
『
メ
コ
ン
４
５
２
５
㎞
』（
実
業
之
日
本
社
・
２
０
０
２
年
）
は
、
中
国
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
の
国
々
の
流
れ
に
沿
っ
て

撮
っ
て
い
る
。
麗
江
は
ナ
シ
族
の
住
む
町
。
す
ば
ら
し
い
疎
水
が
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。

疎
水
の
利
用
法
は
早
朝
に
飲
み
水
を
汲
み
、
次
に
野
菜
を
洗
う
。
午
後
に
洗
濯
、
夜

に
は
汚
水
を
流
す
。
一
晩
経
っ
て
朝
に
は
再
び
き
れ
い
な
氷
河
の
溶
け
水
が
流
れ
て

く
る
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
一
面
に
広
が
る
整
然
と
し
た
田
圃
の
淡
い
緑
、
目
を
見
張
る
美

し
さ
、
か
つ
て
世
界
一
の
米
の
輸
出
国
で
あ
っ
た
面
影
を
残
す
。
ラ
オ
ス
で
は
コ
ー

古賀 邦雄
こが くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業。水資源開
発公団（現・独立行政法人水資源機構）
に入社。30年間にわたり水・河川・湖
沼関係文献を収集。2001年退職し現
在、日本河川協会、ふくおかの川と水の
会に所属。2008年5月に収集した書籍
を所蔵する「古賀河川図書館」を開設。
平成 26年公益社団法人日本河川協会
の河川功労者表彰を受賞。
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メコン川は流れる37

ン
パ
ペ
ン
の
滝
で
捕
れ
た
オ
オ
ナ
マ
ズ
が
リ
ヤ
カ
ー
で
運
ば
れ
て
い
る
。
体
長
２
ｍ
、

体
重
１
０
０
㎏
を
超
す
と
い
う
。

　

タ
イ
で
は
、
象
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
、
戦
争
で
は
象
も
一
緒
に
戦
っ
て
い
る
。
近

年
森
林
伐
採
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
タ
イ
で
の
森
林
伐
採
禁
止
に
よ
っ
て
象
た
ち
の

働
き
場
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
捉
え
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
ト
ン
レ
サ
ッ
プ
湖
か
ら

流
れ
る
ト
ン
レ
サ
ッ
プ
川
と
メ
コ
ン
川
が
合
流
す
る
と
こ
ろ
に
首
都
プ
ノ
ン
ペ
ン
が
あ

る
。
雨
季
に
な
る
と
メ
コ
ン
川
の
水
が
ト
ン
レ
サ
ッ
プ
に
向
か
っ
て
逆
流
し
、
ア
ジ
ア

最
大
の
湖
ま
で
広
が
り
、
魚
も
増
え
、
人
々
に
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す
。

　

メ
コ
ン
川
の
最
終
点
は
ベ
ト
ナ
ム
の
カ
ン
ト
ー
付
近
で
川
は
三
本
に
分
か
れ
、
湿

地
帯
を
形
成
し
、
豊
か
な
大
地
の
実
り
と
漁
場
を
つ
く
る
。
そ
こ
に
無
数
の
船
が
行

き
交
う
。
乾
季
に
な
る
と
川
の
水
は
塩
っ
ぽ
く
な
る
。
逆
に
雨
季
に
は
メ
コ
ン
の
水

が
流
れ
込
み
、
ミ
ル
ク
紅
茶
の
色
か
ら
黄
土
色
に
染
ま
る
。
メ
コ
ン
川
は
さ
ま
ざ
ま

に
変
化
し
な
が
ら
長
い
旅
を
終
え
る
。

　

鎌
澤
久
也
写
真
・
文
『
メ
コ
ン
街
道　

母
な
る
大
河
４
２
０
０
キ
ロ
を
往
く
』（
水
曜

社
・
２
０
０
４
年
）
は
、
メ
コ
ン
を
下
流
域
の
メ
コ
ン
デ
ル
タ
か
ら
、
上
流
に
向
か
っ

て
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
群
、
ラ
オ
ス
・
ナ
ム
グ
ム
ダ
ム
、
タ
イ
・
ゴ
ー

ル
デ
ン
・
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
イ
ン
レ
ー
湖
、
中
国
・
青
い
ケ
シ
の

花
な
ど
を
源
流
ま
で
追
っ
て
い
る
。

　

歴
史
紀
行
と
し
て
石
井
米
雄
・
横
山
良
一
著
『
メ
コ
ン
』（
め
こ
ん
・
１
９
９
５
年
）
が

あ
り
、
ポ
ー
ル
＝
ラ
イ
ト
フ
ッ
ト
著
『
メ
コ
ン
川
』（
帝
国
書
院
・
１
９
８
７
年
）
は
児
童

書
で
あ
る
。

メ
コ
ン
川
の
開
発

　

イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
に
和
平
が
訪
れ
る
と
、
メ
コ
ン
開
発
は
そ
の
地
形
と
豊
か
な
流

量
か
ら
、
国
際
協
力
の
も
と
、
主
に
水
力
発
電
ダ
ム
の
建
設
が
進
ん
だ
。
吉
松
昭
夫
・

小
泉 

肇
著
『
メ
コ
ン
河
流
域
の
開
発　

国
際
協
力
の
ア
リ
ー
ナ
』（
山
海
堂
・
１
９
９
６

年
）
は
、
メ
コ
ン
川
の
支
流
と
本
流
で
の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
、
メ
コ
ン
川

支
流
の
ナ
ム
グ
ム
ダ
ム
の
発
電
計
画
、
そ
し
て
、
ナ
ム
・
グ
ム
計
画
な
ど
を
通
じ
て

体
得
し
た
経
験
か
ら
国
際
協
力
を
述
べ
て
い
る
。

　

ラ
オ
ス
領
内
の
メ
コ
ン
川
支
流
の
ナ
ム
・
グ
ム
川
に
建
設
さ
れ
た
ナ
ム
グ
ム
ダ
ム

貯
水
池
（
１
９
７
２
年
12
月
竣
工
）
は
、
高
さ
70
ｍ
、
総
貯
水
容
量
70
億
㎥
で
あ
る
。
ダ

ム
直
下
に
建
設
さ
れ
た
発
電
所
は
１
５
０
Ｍ
Ｗ
の
設
備
容
量
を
も
つ
。
こ
こ
で
発
電
さ

れ
た
電
力
は
ラ
オ
ス
国
内
で
消
費
さ
れ
る
ほ
か
、
タ
イ
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ム

は
発
電
の
み
で
な
く
、
洪
水
調
節
や
灌か

ん
が
い漑

に
も
役
立
っ
て
い
る
。

　

堀 

博
著
『
メ
コ
ン
河　

開
発
と
環
境
』（
古
今
書
院
・
１
９
９
６
年
）
は
、
実
際
に
メ
コ

ン
川
の
開
発
に
対
し
国
連
技
師
と
し
て
従
事
し
た
こ
と
か
ら
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
第
１
章
メ
コ
ン
川
と
そ
の
流
域
、
第
２
章
で
は
、
下

流
域
の
ラ
オ
ス
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
農
業
、
森
林
資
源
、

水
運
、
水
力
発
電
、
第
３
章
下
流
域
の
ダ
ム
開
発
計
画
―
そ
の
変
遷
と
国
際
協
力
、

第
４
章
上
流 

蘭
倉
江
と
そ
の
本
流
ダ
ム
開
発
、
第
５
章
ダ
ム
開
発
の
環
境
問
題
―
熱

帯
大
陸
河
川
の
場
合
、
第
６
章
新
メ
コ
ン
委
員
会
の
設
置
と
今
後
の
開
発
を
論
じ
、

メ
コ
ン
川
流
域
の
持
続
的
開
発
の
た
め
の
協
力
に
関
す
る
協
定
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

メ
コ
ン
開
発
に
関
す
る
バ
イ
ブ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　

松
本
悟
著
『
メ
コ
ン
河
開
発　

21
世
紀
の
開
発
援
助
』（
築
地
書
館
・
１
９
９
７
年
）
は
、

ラ
オ
ス
に
建
設
さ
れ
た
ナ
ム
・
グ
ム
第
１
ダ
ム
と
ナ
ム
・
ソ
ン
・
ダ
ム
及
び
ナ
ム
・

ト
ゥ
ン
第
２
ダ
ム
に
つ
い
て
、
住
民
移
転
問
題
、
経
済
性
へ
の
疑
問
、
水
没
地
の
伐

採
問
題
、
電
力
問
題
な
ど
を
検
証
し
、
世
界
銀
行
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
の
動
き
を
紹

介
し
、
メ
コ
ン
川
開
発
の
今
後
に
つ
い
て
追
及
す
る
。

　

リ
ス
べ
ス
・
ス
ル
イ
タ
ー
著
『
母
な
る
メ
コ
ン
、
そ
の
豊
か
さ
を
蝕
む
開
発
』（
め
こ

ん
・
１
９
９
９
年
）
は
、
メ
コ
ン
開
発
に
対
し
、
そ
の
流
域
に
住
む
人
々
の
犠
牲
で
な

っ
て
い
る
、
こ
れ
か
ら
の
開
発
は
農
民
や
漁
民
た
ち
と
一
緒
に
図
ら
れ
る
べ
き
だ
と

問
う
。

自
然
と
共
生
す
る
メ
コ
ン

　

メ
コ
ン
流
域
全
体
に
は
６
５
７
６
万
人
が
住
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
分
布
す
る
。

生
態
学
者
た
ち
が
メ
コ
ン
流
域
を
巡
っ
た
、
森
下
郁
子
他
著
『
メ
コ
ン
と
メ
ナ
ム
・

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
に
行
く
』（
遊
タ
イ
ム
出
版
・
２
０
１
６
年
）
に
は
食
文
化
な
ど
を
表
す
。

山
岳
地
帯
は
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
、
低
地
で
は
イ
ン
デ
ィ
カ
米
を
育
て
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

土
地
に
あ
っ
た
ト
ウ
ガ
ラ
シ
が
食
文
化
の
中
心
と
な
る
。
魚
食
文
化
に
つ
い
て
は
、

山
岳
民
族
は
ほ
と
ん
ど
魚
を
食
べ
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
で
は
魚
を

並
べ
た
り
、
魚
を
干
す
と
き
は
腹
を
上
に
し
な
い
で
背
を
見
せ
る
。

　

秋
道
智
彌
編
『
図
録　

メ
コ
ン
の
世
界
―
歴
史
と
生
態
―
』（
弘
文
堂
・
２
０
０
７
年
）

は
、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
ア
ジ
ア
熱
帯
モ
ン
ス
ー
ン

地
域
に
お
け
る
地
域
生
態
史
の
統
合
的
研
究
：
１
９
４
５

－

２
０
０
５
」
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
森
林
、
大
地
、
水
域
、
野
生
動
物
と
家
畜
、
モ
ノ
づ
く
り
の
智
恵
、

食
文
化
、
食
と
栄
養
・
健
康
、
商
品
と
国
際
交
易
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
の
資
源
管
理

か
ら
な
る
。

　

お
わ
り
に
、
春
山
成
子
著
『
自
然
と
共
生
す
る
メ
コ
ン
デ
ル
タ
』（
古
今
書
院
・
２
０

０
９
年
）
を
掲
げ
る
。
本
書
は
、
地
理
学
者
の
立
場
か
ら
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
は
変
動
地

帯
、
多
雨
地
帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
自
然
災
害
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
台
風
災
害
、

豪
雨
災
害
、
旱か

ん
ば
つ魃
、
山
崩
れ
、
斜
面
崩
壊
、
火
山
噴
火
に
お
け
る
災
害
に
対
し
、

人
々
が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
く
か
に
焦
点
を
あ
て
て
、
論
考
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
メ
コ
ン
川
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
が
、
あ
ま
り
に
も
メ
コ
ン
川
の
世
界

は
巨
像
で
あ
っ
て
、
わ
ず
か
に
鼻
の
一
部
に
触
っ
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。

〈
大
地
春
や
蛇
行
の
メ
コ
ン
雲
に
果
つ
〉（
千
葉　

香
）
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倉
敷
美
観
地
区
の

核
は
倉
敷
川

　

京
都
、
大
阪
、
金
沢
、
柳
川
、
な
ど

日
本
に
は
水
都
と
呼
べ
る
美
し
い
都
市

が
点
在
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ほ
ぼ
例

外
な
く
水
の
流
れ
が
あ
り
、
空
間
を
美

し
く
保
全
し
よ
う
と
い
う
地
元
の
人
々

の
思
い
が
あ
る
。

　

今
回
訪
れ
た
「
倉
敷
美
観
地
区
」
も

そ
の
一
つ
だ
。
観
光
雑
誌
に
は
岡
山
県

随
一
の
人
気
観
光
地
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
日
本
初
の
西
洋
美
術
館
で
あ

る
大
原
美
術
館
や
蔵
が
倉
敷
川
を
取
り

囲
む
水
辺
景
観
は
大
変
に
美
し
い
。
年

間
お
よ
そ
３
８
０
万
人
も
の
観
光
客
が

訪
れ
て
い
る
。

　

景
観
保
全
の
面
か
ら
も
モ
デ
ル
都
市

と
し
て
有
名
で
、
他
の
都
市
に
ま
ね
さ

せ
る
だ
け
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
美
し
い
ま
ち
な
み
は
多
数

見
て
き
た
が
、
倉
敷
の
ま
ち
な
み
は
別

格
と
い
う
べ
き
美
し
さ
だ
。
特
に
屋
根

が
折
り
重
な
る
眺
望
は
す
ば
ら
し
い
。

中庭 光彦
なかにわ  みつひこ

多摩大学経営情報学部
事業構想学科教授
1962年東京都生まれ。中央大学大
学院総合政策研究科博士課程退
学。専門は地域政策・観光まちづくり。
郊外・地方の開発政策史研究を続け
る一方、1998年からミツカン水の文
化センターの活動に携わり、2014年
からアドバイザー。『コミュニティ3.0
─地域バージョンアップの論理』

（水曜社 2017）など著書多数。

人口減少期の地域政策を
研究する中庭光彦さんが
「地域の魅力」を支える資
源やしくみを解き明かしま
す。今回は倉敷の「美観地
区」です。

美観地区を象徴する
倉敷川と観光川舟

まちの文
ソフトパワー

化発信力を
維持する人々  ─岡山県倉敷市

水の文化 59号　魅力づくりの教え
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こ
の
倉
敷
美
観
地
区
の
基
軸
と
な
っ
て

い
る
の
が
、
倉
敷
川
だ
。
こ
の
水
辺
空

間
が
な
け
れ
ば
美
観
地
区
の
価
値
は
半

減
し
て
し
ま
う
。

　

こ
の
ま
ち
を
、
人
々
は
意
図
的
に
守

っ
て
き
た
。
倉
敷
紡
績
株
式
会
社
創
業

者
で
あ
る
大
原
家
の
役
割
の
み
な
ら
ず
、

林 

源
十
郎
、
原 
澄す

み

治じ

と
い
っ
た
地
元

有
力
者
の
協
力
が
大
き
い
。

　

現
美
観
地
区
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形

成
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
現
代
で
は
ど

の
よ
う
な
人
々
が
ま
ち
を
守
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
も

ち
、
今
回
倉
敷
を
訪
れ
て
わ
か
っ
た
こ

と
。
そ
れ
は
、
現
在
の
美
観
地
区
す
な

わ
ち
倉
敷
川
畔
が
、
海
に
向
か
っ
て
干

拓
・
埋
立
を
繰
り
返
し
て
き
た
歴
史
と

文
化
の
境
界
地
に
あ
る
と
い
う
事
実
だ

っ
た
。旦

那
衆
が
つ
く
っ
た

倉
敷
川
畔
の
景
観

　

倉
敷
の
江
戸
時
代
古
地
図
を
眺
め
る

と
現
美
観
地
区
は
海
岸
だ
っ
た
。
そ
の

後
沖
合
に
向
か
っ
て
干
拓
・
埋
立
さ
れ

た
の
だ
。

　

倉
敷
川
は
美
観
地
区
か
ら
東
に
向
か

い
、
児
島
湾
干
拓
地
と
し
て
知
ら
れ
る

児
島
湖
に
注
ぐ
。
倉
敷
川
は
舟
運
路
で

あ
る
と
同
時
に
、
干
拓
地
が
造
成
さ
れ

る
な
か
で
の
排
水
路
だ
っ
た
。

　

そ
の
干
拓
・
埋
立
は
商
人
た
ち
の
力

で
行
な
わ
れ
た
。
江
戸
時
代
前
半
の
水か

主こ
（
注
）
を
出
自
と
す
る
商
人
、
さ
ら
に

江
戸
時
代
後
半
の
新
興
商
人
は
財
力
で

土
地
を
取
得
し
大
地
主
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

土
地
持
ち
の
旦
那
衆
が
富
を
蓄
積
し

て
つ
く
っ
た
景
観
。
そ
れ
が
倉
敷
川
畔

に
集
ま
っ
て
い
る
蔵
で
あ
り
、
現
美
観

地
区
の
屋
敷
・
商
家
群
、
そ
し
て
１
９

３
０
年
（
昭
和
５
）
に
建
て
ら
れ
た
大
原

美
術
館
な
の
で
あ
る
。

　

美
観
地
区
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き

る
鶴
形
山
の
山
上
に
鎮
座
す
る
阿
智
神

社
に
は
、
江
戸
時
代
の
川
灯
籠
の
レ
プ

リ
カ
が
残
さ
れ
て
い
る
。
倉
敷
川
舟
運

を
思
い
出
さ
せ
る
灯
台
だ
。
こ
の
あ
た

り
が
海
岸
線
だ
っ
た
こ
ろ
を
想
像
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

高
梁
川
を
一
本
化
し
た

倉
敷
の
治
水
と
用
水

　

現
美
観
地
区
が
か
つ
て
は
干
拓
・
埋

立
の
境
界
地
で
あ
っ
た
と
聞
け
ば
、
こ

こ
に
ど
の
よ
う
に
し
て
用
水
が
届
け
ら

れ
て
い
た
の
か
が
気
に
な
る
。

　

現
在
、
倉
敷
の
西
側
に
は
、
高た
か
は
し
が
わ

梁
川

が
流
れ
て
い
る
。
高
梁
川
は
明
治
時
代

前
半
ま
で
酒さ
か

津づ

か
ら
二
つ
の
流
れ
（
西

高
梁
川
、
東
高
梁
川
）
に
分
か
れ
て
い
た
。

　

１
８
９
２
年
（
明
治
25
）
か
ら
１
８
９

４
年
（
明
治
27
）
に
起
き
た
大
洪
水
を
機

に
、
そ
の
二
つ
の
流
れ
を
西
高
梁
川
に

一
本
化
し
、
東
高
梁
川
を
廃
川
と
し
た

歴
史
が
あ
る
。
同
時
に
酒
津
に
笠
井
堰

も
竣
工
し
、
両
高
梁
川
に
12
カ
所
あ
っ

た
農
業
用
水
取
水
口
が
酒
津
1
カ
所
に

ま
と
め
ら
れ
た
。
工
事
終
了
は
１
９
２

５
年
（
大
正
14
）。

　

１
９
２
８
年
（
昭
和
3
）
の
地
図
を
見

る
と
、
こ
の
酒
津
か
ら
延
び
る
用
水
路

が
、
美
観
地
区
に
水
を
届
け
、
一
部
は

倉
敷
川
に
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
倉
敷
用
水
で
あ
る
。

　

現
在
、
高
梁
川
の
酒
津
は
桜
の
き
れ

い
な
配
水
池
の
公
園
と
な
っ
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
東
西
用
水
が
流
れ
出
し
て
い

る
。
配
水
樋
門
に
は
五
つ
の
口
が
あ
る

が
、
下
流
か
ら
見
て
左
か
ら
西
岸
用
水
、

西
部
用
水
、
南
部
用
水
、
備
前
樋
用
水
、

そ
し
て
倉
敷
用
水
と
な
る
。
ま
た
配
水

池
北
側
か
ら
は
八
ヶ
郷
用
水
が
流
れ
出

す
。

　

用
水
で
は
子
ど
も
が
遊
び
、
揚
水
水

車
が
据
え
ら
れ
て
い
る
風
景
が
現
在
も

見
ら
れ
る
。

　

倉
敷
美
観
地
区
は
、
高
梁
川
流
域
の

用
水
路
の
先
端
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
。文

化
都
市
を
夢
見
た

大
原
家
の
遺
伝
子

　

美
観
地
区
を
守
っ
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

企
業
は
倉
敷
紡
績
だ
。
特
に
二
代
目
社

倉敷川を通じて瀬戸内海とつながっていた倉敷。かつて島だった児島（備前児嶋）と
の間にある「藤戸海峡」は重要な航路だった。提供：岡山県立図書館・電子図書館シ
ステム「デジタル岡山大百科」 ※1706年（宝永3）から1829年（文政12）までに作成
された図と考えられている

（注）水主
江戸時代の船舶の一般乗組員
のこと。水夫とも書く。

東
高
梁
川（
廃
川
）

児島湾

西高
梁川

倉敷

藤戸

下酒津

上酒津

酒津山
（八幡山）

山陽道

備前児嶋

倉
敷
川

黄
き

薇
 びなかしゅうち 

中州地理
り ず

図

まちの文化発信力を維持する人々
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長
大
原
孫
三
郎
（
１
８
８
０
-
１
９
４
３
）、

孫
三
郎
の
長
男
で
倉
敷
絹
織
（
ク
ラ
レ
）

二
代
目
社
長
と
倉
敷
紡
績
四
代
目
社
長

を
兼
任
し
た
大
原
總
一
郎
（
１
９
０
９
-

１
９
６
８
）
の
役
割
は
大
き
い
。
倉
敷
紡

績
創
業
は
1
8
8
8
年
（
明
治
21
）、
翌

年
に
は
倉
敷
ア
イ
ビ
ー
ス
ク
エ
ア
の
あ

る
場
所
に
本
社
工
場
を
建
て
た
。

　

大
原
孫
三
郎
は
イ
ギ
リ
ス
の
先
進
的

工
場
経
営
者
だ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー

ウ
ェ
ン
（
１
７
７
１
-
１
８
５
８
）
の
影
響
を

受
け
、
工
員
が
住
む
寄
宿
舎
、
病
院
、

学
校
が
一
体
と
な
っ
た
工
場
を
こ
こ
に

整
備
し
た
。

　

な
ぜ
こ
こ
に
紡
績
工
場
を
つ
く
っ
た

の
か
。
そ
の
背
景
に
は
、
原
料
と
な
る

綿
花
が
塩
分
に
強
く
、
干
拓
地
で
好
ま

れ
た
樹
種
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

工
場
都
市
に
文
化
都
市
の
夢
を
与
え
た

の
が
大
原
孫
三
郎
で
、
日
本
最
初
の
本

格
的
な
西
洋
美
術
館
で
あ
る
大
原
美
術

館
を
建
て
た
の
も
彼
だ
っ
た
。

　

息
子
の
大
原
總
一
郎
は
、
倉
敷
を
ド

イ
ツ
の
城
郭
都
市
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
グ
の

よ
う
に
し
た
い
と
、
美
し
い
文
化
景
観

に
こ
だ
わ
っ
た
。
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
グ
の

広
さ
は
約
１
㎢
の
正
方
形
。
そ
の
程
度

の
広
さ
で
歩
い
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
總

一
郎
は
考
え
て
い
た
。
真
の
職
住
近
接

と
も
い
え
る
。

　

大
原
の
下
で
倉
敷
ア
イ
ビ
ー
ス
ク
エ

ア
な
ど
多
く
の
設
計
を
手
が
け
た
建
築

家
の
浦
辺
鎮し
ず
た
ろ
う

太
郎
（
１
９
０
９

－

１
９
９
１
）、

地
元
の
有
力
者
、
自
治
体
が
協
力
し
た

結
果
、
い
ち
早
く
倉
敷
市
伝
統
美
観
保

存
条
例
（
１
９
６
８
年
）
が
制
定
さ
れ
、
ま

ち
な
み
景
観
が
維
持
さ
れ
て
き
た
。

　

水
で
潤
う
倉
敷
美
観
地
区
は
、
こ
の

よ
う
な
人
々
に
よ
り
形
成
さ
れ
、「
美
観

を
守
る
」
と
い
う
文
化
を
根
づ
か
せ
た
。

代
替
わ
り
し
て

今
を
支
え
る
人
々

　

で
は
、
現
在
の
美
観
を
守
る
人
々
は

ど
の
よ
う
な
方
な
の
か
。

　

今
回
ま
ち
な
か
を
案
内
し
て
く
れ
た

の
は
三
宅
商
店
店
主
の
辻 

信
行
さ
ん
。

本
通
り
商
店
街
の
林
源
十
郎
商
店
を
セ

レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
運
営
し
、
も

と
は
小
学
校
の
先
生
だ
が
、
マ
ス
キ
ン

グ
テ
ー
プ
を
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
し
若
い

女
性
の
人
気
商
品
と
し
た
の
は
、
な
か

な
か
の
手
腕
だ
。

　

そ
の
辻
さ
ん
も
倉
敷
の
水
文
化
の
価

値
を
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
酒

津
配
水
池
の
北
側
に
水
辺
の
カ
フ
ェ
を

運
営
し
て
い
る
。

　

倉
敷
を
「
人
づ
く
り
の
ま
ち
に
す

る
」
と
志
し
て
き
た
と
言
う
辻
氏
が
手

が
け
る
林
源
十
郎
商
店
を
は
じ
め
、
現

在
は
本
通
り
・
本
町
通
り
の
建
築
物
の

多
く
が
保
存
さ
れ
、
内
部
は
カ
フ
ェ
や

古
本
屋
、
飲
食
店
、
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ

プ
と
観
光
地
の
魅
力
を
前
面
に
出
し
て

瀬
戸
中
央
自
動
車
道

瀬戸内海

児島湖

高
梁
川

倉敷市

伯
備
線 山陽新

幹線

山陽
本線

倉敷美観地区

酒津

山陽
自動
車道

新
倉
敷

倉
敷

酒津配水池笠井堰

岡
山

児島

水島コンビナート

「黄薇中州地理図（P39）」と見比
べると、現在の倉敷美観地区から
南に向かって干拓・埋立を繰り返
したことがわかる

東西用水

倉敷市広域Map

1笠井堰で取水された高梁川の水は、酒津配水
池から倉敷市や周辺の農地などに配られる 2配
水池北側から流れる八ヶ郷用水沿いには揚水水
車が点在する 3八ヶ郷用水に面して建つ水辺
のカフェ「三宅商店 酒津」。倉敷を案内してくれ
た辻信行さんが手がけたもの

23

1

水の文化 59号　魅力づくりの教え
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い
る
。

　

倉
敷
は
路
地
の
多
さ
で
有
名
だ
そ
う

だ
が
、
あ
る
路
地
に
入
る
と
古
い
商
家

の
庭
で
「
倉
敷
路
地
市い
ち

庭ば

」
と
い
う
地

元
産
品
を
扱
っ
た
仮
設
マ
ー
ケ
ッ
ト
が

開
か
れ
て
い
た
。
覗
い
て
み
る
と
寿
司
、

乾
物
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
料
理
、
フ
ル
ー
ツ
、

ス
イ
ー
ツ
、
有
機
栽
培
の
野
菜
、
カ
フ

ェ
と
な
か
な
か
イ
イ
。
週
１
回
開
か
れ

て
い
る
そ
う
で
、
実
行
委
員
長
は
原
浩

之
さ
ん
。
名
刺
を
見
る
と
「
倉
敷
天
文

台
理
事
長
」
と
あ
る
。
日
本
初
の
民
間

天
文
台
を
つ
く
っ
た
原
澄
治
の
縁
者
の

方
と
お
見
受
け
し
た
が
、
立
ち
入
っ
た

話
は
し
な
か
っ
た
。

　

辻
さ
ん
、
原
さ
ん
、
ほ
か
に
も
た
く

さ
ん
の
若
い
方
々
が
美
観
地
区
を
舞
台

に
お
も
し
ろ
い
事
業
を
起
こ
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
だ
け
で
十
分
だ
。

倉
敷
が
蓄
え
て
き
た

ソ
フ
ト
パ
ワ
ー

　

今
、
日
本
に
限
ら
ず
世
界
中
の
国
や

都
市
は
、
魅
力
づ
く
り
で
競
争
し
て
い

る
。
ま
さ
に
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
と
呼
べ
る

文
化
発
信
力
で
競
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど

各
都
市
が
独
自
の
魅
力
を
発
信
し
て
い

る
。
そ
れ
は
た
ん
に
目
に
見
え
る
景
観

だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
活
躍
す
る
人
々

の
創
造
性
の
蓄
積
―
―
ま
さ
に
文
化
ま

で
も
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
わ
る
都

市
で
あ
る
。

　

倉
敷
も
「
美
観
」
と
い
う
ソ
フ
ト
パ

ワ
ー
を
蓄
え
て
き
た
都
市
と
い
え
る
。

　

江
戸
時
代
か
ら
ど
ん
ど
ん
干
拓
・
埋

立
を
進
め
た
地
元
商
人
、
明
治
期
か
ら

文
化
的
な
工
場
都
市
づ
く
り
を
目
指
し

た
大
原
孫
三
郎
、
さ
ら
に
こ
の
エ
リ
ア

の
「
美
観
」
を
守
っ
て
き
た
大
原
總
一

郎
や
地
元
の
人
々
、
そ
し
て
現
在
は
そ

の
美
観
に
自
ら
の
創
造
性
を
加
え
て
み

た
い
と
い
う
人
々
が
集
ま
っ
て
き
て
い

る
。

　

こ
の
人
々
を
私
は
「
美
観
を
守
っ
て

き
た
」
と
表
現
し
た
が
、
実
は
美
観
を

「
創
造
し
つ
づ
け
て
き
た
」
と
言
っ
た

方
が
正
確
だ
ろ
う
。

　

用
水
の
末
端
に
で
き
た
陸
と
干
拓
・

埋
立
の
境
界
の
土
地
で
文
化
を
蓄
積
し

て
き
た
お
か
げ
で
、
倉
敷
美
観
地
区
は

若
い
世
代
に
よ
る
新
た
な
活
動
の
舞
台

を
提
供
し
つ
づ
け
て
い
る
。

（
２
０
１
８
年
３
月
30
～
31
日
取
材
）

まちの文化発信力を維持する人々

参考文献
犬飼亀三郎『大原孫三郎父子と原澄治』（倉敷新聞社 1973）
大原孫三郎傳刊行会『大原孫三郎傳』（1983）
室山貴義・金井利之『倉敷の町並み保存と助役・室山貴義』（公人社 2008）
吉原睦『倉敷美観地区』（日本文教出版 2011）

↖至 JR倉敷駅

倉
敷
川

本
通

り商店街林源十郎●
　商店　

本町通り

本町

倉敷アイビー
スクエア

　倉敷紡績(株）
●倉紡記念館　

●
代官所内壕
遺構

●
倉敷考古館

●
有隣荘

●語らい座
  大原本邸

倉敷●
民藝館　

●
大原美術館

●　　　
大原美術館分館

倉
敷
中
央
通
り

阿智神社

鶴形山公園

倉敷路地市庭
●

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

土
地
の
文
化
を
守
り
つ
づ
け
る
こ

と
は
、
新
た
な
世
代
の
活
躍
の
舞

台
づ
く
り
に
つ
な
が
る
。
都
市
の
ソ

フ
ト
パ
ワ
ー
を
生
む
大
き
な
要
因

で
あ
る
。

倉敷美観地区Map

「倉敷路地市庭」実行
委員長の原浩之さん

林源十郎商店などいく
つものプロジェクトを動
かす辻信行さん
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佃
島
漁
民
と

徳
川
家
康
の
縁

　

江
戸
時
代
は
漁
師
町
で
、
近
海
漁
業

や
魚
商
売
に
携
わ
る
人
々
が
多
く
住
ん

だ
と
さ
れ
る
隅
田
川
河
口
の
佃
地
区

（
旧
佃
島
）。
当
時
の
名
残
を
と
ど
め
る
掘

割
の
船
溜
ま
り
や
家
々
の
間
を
細
く
延

び
る
路
地
、
ひ
ら
け
た
軒
先
に
揺
れ
る

洗
濯
物
な
ど
、
古
き
よ
き
ま
ち
な
み
の

風
情
は
今
も
健
在
だ
。

　

佃
煮
発
祥
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
佃

地
区
に
は
、
現
在
３
軒
の
老
舗
の
佃
煮

屋
が
残
る
。『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
に
よ

れ
ば
、
佃
煮
は
「
魚
介
な
ど
を
醤
油
、

砂
糖
、
さ
ら
に
は
水
飴
な
ど
で
調
味
煮し
ゃ

熟じ
ゅ
くし

た
保
存
性
の
あ
る
食
品
の
総
称
」

と
あ
る
。
佃
煮
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

生
ま
れ
た
の
か
。
佃
島
の
歴
史
や
佃
煮

が
広
ま
っ
た
背
景
を
聞
く
た
め
、
中
央

区
立
郷
土
天
文
館
へ
足
を
運
ん
だ
。

　

１
５
９
０
年
（
天
正
18
）、
徳
川
家
康

の
江
戸
入
府
に
あ
た
り
、
摂
津
国
西
成

郡
佃
村
（
大
阪
市
）
よ
り
漁
師
33
人
が
こ

の
地
へ
移
住
し
て
き
た
こ
と
が
佃
島
の

始
ま
り
と
さ
れ
る
。

　

摂
津
国
に
居
住
し
漁
業
を
行
な
っ
て

い
た
佃
村
漁
民
は
、
家
康
が
住
吉
神
社

（
大
阪
市
）
に
参
拝
す
る
際
、
増
水
し
て

い
た
神か
ん
ざ
き
が
わ

崎
川
（
当
時
は
三
国
川
［
淀
川
水
系
］）

の
渡
船
御
用
を
勤
め
た
こ
と
を
機
に
、

の
ち
に
江
戸
城
の
御み

菜さ
い

魚
上
納
を
命
じ

佃島で生まれ、全国に広まった「佃煮」

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
東
京
都
中
央

区
佃
発
祥
の
「
佃
煮
」
で
す
。
酒
の
つ
ま
み

や
ご
飯
の
お
供
に
欠
か
せ
な
い
佃
煮
は
、
も

と
は
売
り
物
に
な
ら
な
い
小
魚
を
塩
で
煮
詰

め
た
保
存
食
で
し
た
。
佃
島
の
漁
民
た
ち
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
佃
煮
は
、
ど
の
よ
う
に
各

地
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

漁
民
か
ら
全
国
へ
広
ま
っ
た

佃
煮 佃

煮
（
東
京
都
中
央
区
） 11

水の文化 59号　食の風土記
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ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
当
時

の
関
東
の
漁
業
技
術
は
関
西
に
比
べ
劣

っ
て
お
り
、
一
度
の
漁
獲
量
が
少
な
か

っ
た
た
め
だ
。

 

「
春
先
、
産
卵
の
た
め
に
川
を
遡
上
し

て
く
る
半
透
明
な
近
海
魚
の
白し
ら
う
お魚

の
脳

髄
が
徳
川
家
の
『
三
つ
葉
葵
の
紋
』
に

似
て
い
た
こ
と
か
ら
縁
起
が
よ
い
と
さ

れ
、
家
康
が
特
に
気
に
入
り
上
納
さ
せ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
資
料
館
に
は

漁
師
が
献
上
し
て
い
た
白
魚
献
上
箱
も

残
っ
て
い
ま
す
」
と
、
学
芸
員
の
増ま
し

山や
ま

一か
ず
し
げ成

さ
ん
は
言
う
。

　

関
西
漁
民
の
移
住
に
は
都
市
政
策
的

な
面
も
あ
っ
た
た
め
、
佃
島
漁
民
は
江

戸
の
ど
こ
で
も
漁
業
を
行
な
っ
て
よ
い

と
さ
れ
る
「
御ご
め
ん
し
ょ

免
書
」
を
幕
府
か
ら
も

ら
う
な
ど
、
手
厚
い
保
護
を
受
け
た
。

　

幕
府
か
ら
干
潟
を
拝
領
し
た
漁
民
た

ち
は
、
島
を
築
き
佃
島
と
名
づ
け
、
１

６
４
６
年
（
正
保
３
）
に
故
郷
で
あ
る
摂

津
国
の
住
吉
神
社
の
神
霊
を
祀
っ
た
。

住
吉
神
社
で

振
る
舞
わ
れ
た
佃
煮

　

佃
島
漁
民
は
将
軍
家
の
御
菜
魚
上
納

の
ほ
か
江
戸
市
中
へ
も
鮮
魚
を
販
売
し

た
が
、
獲
っ
て
も
売
り
物
に
な
ら
な
い

小
魚
が
佃
煮
に
な
っ
た
。
佃
煮
と
い
う

と
し
ょ
う
ゆ
と
砂
糖
で
煮
た
甘
辛
い
味

の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
し
ょ
う
ゆ
が

な
か
っ
た
時
代
は
小
魚
を
塩
で
煮
詰
め

た
も
の
だ
っ
た
そ
う
だ
。
増
山
さ
ん
は

佃
煮
の
起
源
を
こ
う
考
え
て
い
る
。

「
佃
島
漁
民
が
江
戸
に
来
て
佃
煮
を
創

作
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
出
漁
の
際
の

保
存
食
と
し
て
お
そ
ら
く
摂
津
の
佃
村

に
い
た
こ
ろ
か
ら
似
た
よ
う
な
も
の
が

食
べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
彼
ら
が
持

ち
込
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

ま
た
、
住
吉
神
社
で
祭
祀
が
あ
っ
た

と
き
な
ど
に
、
お
神
酒
と
一
緒
に
佃
煮

の
よ
う
な
ち
ょ
っ
と
し
た
食
べ
も
の
が

振
る
舞
わ
れ
て
い
た
記
録
も
あ
る
。
航

海
安
全
や
商
売
繁
盛
の
守
り
神
で
あ
る

住
吉
神
社
に
は
、
観
光
客
は
も
ち
ろ
ん
、

舟
運
で
江
戸
に
や
っ
て
き
た
漁
師
が
安

全
祈
願
を
す
る
な
ど
、
当
時
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
人
が
訪
れ
て
い
た
。

 

「
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
人
々

の
な
か
に
佃
煮
が
お
い
し
い
と
目
を
つ

け
、
商
品
化
し
よ
う
と
し
た
人
が
き
っ

と
い
た
は
ず
で
す
。
今
で
い
う
プ
ロ
モ

ー
タ
ー
の
よ
う
な
。
佃
島
の
方
々
は
も

と
も
と
漁
師
で
す
か
ら
小
遣
い
程
度
に

売
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
い
く
つ
も
の

店
を
構
え
て
商
い
を
す
る
ほ
ど
商
魂
た

く
ま
し
か
っ
た
か
と
い
え
ば
少
し
疑
問

で
す
。
塩
辛
く
濃
い
味
つ
け
も
ま
た
、

佃
煮
が
関
東
の
人
に
好
ま
れ
た
大
き
な

理
由
で
し
ょ
う
」（
増
山
さ
ん
）

　

さ
ら
に
安
価
で
保
存
の
き
く
佃
煮
は
、

江
戸
に
参
勤
交
代
で
来
て
い
る
武
士
た

ち
が
郷
里
に
帰
る
際
の
江
戸
土
産
と
し

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
東
京
都
中
央

区
佃
発
祥
の
「
佃
煮
」
で
す
。
酒
の
つ
ま
み

や
ご
飯
の
お
供
に
欠
か
せ
な
い
佃
煮
は
、
も

と
は
売
り
物
に
な
ら
な
い
小
魚
を
塩
で
煮
詰

め
た
保
存
食
で
し
た
。
佃
島
の
漁
民
た
ち
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
佃
煮
は
、
ど
の
よ
う
に
各

地
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

１佃島の漁民が故郷である摂津国の
住吉神社を分社してできた佃一丁目
の住吉神社 2中央区立郷土天文館
で総括学芸員を務める増山一成さん 
3情緒あふれる佃地区の掘割

4「佃源 田中屋」のショーケースには
エビや昆布などさまざまな佃煮が並ん
でいる 5発祥の地で商いを続ける「佃
源 田中屋」 6「佃源 田中屋」七代目
店主の海老原力さん。毎朝5時に起き
て佃煮をつくる

14

5

6
2

3

漁民から全国へ広まった佃煮
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て
も
重
宝
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
徐
々
に

各
地
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

伝
統
の
味
を
守
る

甘
辛
い
秘
伝
の
タ
レ

　

佃
地
区
に
３
軒
残
る
佃
煮
屋
の
う
ち

の
１
軒
、「
佃つ
く
げ
ん源 

田
中
屋
」
を
訪
ね
た
。

入
口
を
入
る
と
目
の
前
の
シ
ョ
ー
ケ
ー

ス
に
特
選
こ
ん
ぶ
、
あ
さ
り
、
し
ら
す
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
佃
煮
が
並
ぶ
。

　

店
先
ま
で
甘
く
香
ば
し
い
香
り
が
漂

っ
て
い
た
の
は
、
七
代
目
店
主
の
海
老

原
力つ
と
むさ

ん
が
、
原
料
の
日
高
昆
布
を
大

き
な
釜
で
煮
詰
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ

た
か
ら
だ
。
海
老
原
さ
ん
は
佃
の
生
ま

れ
で
、
高
校
卒
業
後
す
ぐ
に
佃
煮
づ
く

り
の
道
に
入
り
37
年
目
に
な
る
。

「
先
代
は
子
ど
も
が
い
な
か
っ
た
の
で
、

か
わ
い
が
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
私
が
こ

の
店
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

佃
煮
づ
く
り
の
工
程
は
す
べ
て
見
て
覚

え
ま
し
た
」 

　

七
代
目
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、

創
業
が
い
つ
な
の
か
は
っ
き
り
わ
か
ら

な
い
と
海
老
原
さ
ん
は
笑
う
。
佃
煮
は
、

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
お
新
香
代
わ
り
に

毎
日
食
べ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

佃
煮
づ
く
り
は
、
す
べ
て
手
作
業
だ
。

日
高
昆
布
の
場
合
、
硬
さ
も
あ
る
た
め

芯
が
残
ら
な
い
よ
う
３
時
間
、
も
の
に

よ
っ
て
は
６
時
間
ゆ
が
く
。
柔
ら
か
く

な
っ
た
昆
布
は
落
と
し
蓋
を
し
て
一
晩

蒸
ら
し
、
流
水
で
し
っ
か
り
洗
っ
た
も

の
を
細
か
く
刻
む
。
こ
れ
を
し
ょ
う
ゆ

に
三
温
糖
を
加
え
た
甘
辛
い
タ
レ
で
、

約
１
時
間
半
煮
込
む
の
だ
。

　

タ
レ
は
昔
な
が
ら
の
秘
伝
の
タ
レ
で
、

煮
終
わ
っ
て
漉こ

し
た
も
の
に
、
翌
日
ま

た
し
ょ
う
ゆ
と
三
温
糖
を
継
ぎ
足
し
な

が
ら
使
い
つ
づ
け
て
い
る
。「
タ
レ
に
も

種
類
が
あ
り
、
も
の
に
よ
っ
て
甘
さ
も

変
え
て
い
ま
す
。
各
店
で
使
っ
て
い
る

し
ょ
う
ゆ
や
砂
糖
も
違
う
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
店
が
独
自
の
味
を
も
っ
て
い
る

の
で
す
」
と
海
老
原
さ
ん
。

　

田
中
屋
の
佃
煮
は
百
貨
店
に
少
し
卸

し
て
い
る
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
が
店
頭

で
の
直
売
だ
。「
み
ん
な
が
店
ま
で
買
い

に
来
て
く
れ
る
の
で
す
」
と
海
老
原
さ

ん
は
言
う
。
５
～
６
軒
あ
っ
た
と
伝
わ

る
佃
煮
屋
も
、
海
老
原
さ
ん
が
生
ま
れ

た
こ
ろ
に
は
す
で
に
３
軒
だ
け
だ
っ
た
。

　

増
山
さ
ん
は
「
戦
後
復
興
の
過
程
で

食
生
活
が
変
わ
り
外
食
な
ど
も
普
及
す

る
な
か
、
佃
煮
の
需
要
も
少
な
く
な
り

ま
し
た
が
、
独
特
な
風
味
と
素
材
の
う

ま
み
が
凝
縮
さ
れ
た
佃
煮
は
、
伝
統
的

な
食
文
化
の
一
つ
と
し
て
こ
れ
か
ら
も

残
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
」
と
語
る
。

　

渡
船
、
川
、
漁
師
。
始
ま
り
は
偶
然

と
い
え
ば
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
佃

煮
は
日
本
の
「
水
文
化
」
が
結
び
つ
け

た
賜
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
２
０
１
８
年
４
月
27
日
取
材
）

取材協力：佃源 田中屋
東京都中央区佃1-3-6  Tel.03-3531-2649
(平日9:30～17:30 / 日・祝10:00～17:00）

佃煮の製造工程（昆布の場合）

1

4

2

5

3

6

ゆでた昆布を
水にさらし、泥など

落としたあと、
まな板の上で切る

細かく切ったら
また水で洗う

刻んだ昆布を
鍋に入れて

タレで煮込む

泡の色と
昆布の色で

煮えたかどうか
判断する

鍋からすくって
ザルへ移す。

ザルの下の容器で
タレを受ける

しょうゆと三温糖
を継ぎ足して
少し煮て、また
新たな昆布を

投入する

水の文化 59号　食の風土記



姶良火山の大噴火が築いた「シラス文化圏」の肝属川45

日
本
最
南
端
の

一
級
水
系
「
肝
属
川
」

　

鹿
児
島
県
の
大
隅
半
島
に
、
日
本
最

南
端
の
一
級
水
系
、
肝き
も
つ
き
が
わ

属
川
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
流
域
は
桜
島
・
錦
江
湾
一
帯

の
姶あ
い
ら良

カ
ル
デ
ラ
大
爆
発
の
火
山
噴
出

物
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
火
山
灰
の
シ

ラ
ス
で
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
地
が

シ
ラ
ス
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
苦
労
が
あ

り
、
生
ま
れ
た
産
業
が
あ
り
、
川
の
風

景
が
あ
り
ま
す
。「
シ
ラ
ス
文
化
圏
」
と

も
い
え
る
肝
属
川
水
系
を
巡
り
ま
し
た
。

笠
野
原
台
地
と

困
難
な
水
資
源
開
発

　

肝
属
川
流
域
は
水
が
取
り
に
く
く
て

苦
労
し
、
水
が
多
く
て
苦
労
し
、
そ
し

て
水
の
質
が
悪
く
て
も
苦
労
し
て
き
た

流
域
で
す
。
水
の
確
保
に
苦
労
し
た
の

は
、
肝
属
川
が
シ
ラ
ス
台
地
を
回
り
込

む
よ
う
に
低
い
と
こ
ろ
を
流
れ
て
い
る

た
め
、
川
の
水
を
直
接
利
用
で
き
な
い

こ
と
、
そ
し
て
流
域
の
大
半
が
シ
ラ
ス

台
地
で
あ
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
ま
す
。

シ
ラ
ス
台
地
は
保
水
力
が
な
く
、地
下
深

く
に
水
が
浸
透
し
て
し
ま
う
の
で
す
。 

　

こ
の
苦
労
の
歴
史
は
江
戸
時
代
に
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
時
、

薩
摩
藩
の
領
内
は
薩
摩
半
島
ば
か
り
が

発
展
し
て
い
た
の
で
、
領
地
の
半
分
を

肝属川の支流・串良川とシラス台地を望む。2万5000年前、姶良カルデラから噴出した堆積物がつくったシラス台地で先人たちは苦労した

坂本クンと行く川巡り  第15回  
Go ! Go ! 109水系

姶あ

い

ら良
火
山
の
大
噴
火
が
築
い
た 

「
シ
ラ
ス
文
化
圏
」の
肝き

も

属つ

き

川が

わ

坂本 貴啓 
さかもと たかあき

国立研究開発法人 
土木研究所 
水環境研究グループ
自然共生研究センター 
専門研究員

1987年福岡県生まれの川系
男子。北九州で育ち、高校生
になってから下校途中の遠賀
川へ寄り道をするようになり、
川に興味をもちはじめ、川に
青春を捧げる。全国の河川市
民団体に関する研究や川を活
かしたまちづくりの調査研究
活動を行なっている。筑波大
学大学院システム情報工学研
究科修了。白川直樹研究室
『川と人』ゼミ出身。博士（工
学）。2017年4月から現職。

川系男子 坂本貴啓さんの案内
で、編集部の面々が全国の一級
河川「1 0 9水系」を巡り、川と人
とのかかわりを探りながら、川の
個性を再発見していく連載です。

1 0 9水系
1964年（昭和39）に制定された新河川法で
は、分水界や大河川の本流と支流で行政管轄
を分けるのではなく、中小河川までまとめて治水
と利水を統合した水系として一貫管理する方針
が打ち出された。その内、「国土保全上又は国
民経済上特に重要な水系で政令で指定したも
の」（河川法第4条第1項）を一級水系と定
め、全国で109の水系が指定されている。



水の文化 59号　Go!Go!109水系 46

占
め
る
大
隅
半
島
に
目
を
つ
け
た
の
で

し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
薩
摩
藩
に
と
っ

て
、
広
大
な
平
地
で
あ
る
笠
野
原
台
地

の
開
発
は
非
常
に
重
要
で
し
た
。
し
か

し
、
台
地
の
上
は
水
に
乏
し
い
た
め
、

先
人
た
ち
は
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た
。 

　

こ
の
地
の
住
民
と
し
て
笠
野
原
台
地

の
開
拓
史
を
ず
っ
と
見
て
き
た
笠
野
原

開
発
資
料
館
の
安
藤
一
夫
さ
ん
に
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

「
当
時
は
、
遠
く
ま
で
水
を
汲
み
に
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
家
事
を
す
る
だ

け
で
も
一
苦
労
で
し
た
。
台
地
の
上
で

す
の
で
井
戸
は
深
く
掘
ら
な
け
れ
ば
水

が
出
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
人
力
で
は

汲
め
ず
牛
に
綱
を
引
か
せ
て
汲
み
上
げ

て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
土
地
な
の
で
干

ば
つ
が
多
く
、
10
日
以
上
雨
が
降
ら
な

い
と
畑
は
干
か
ら
び
、
作
物
は
育
ち
ま

せ
ん
で
し
た
。
カ
ラ
イ
モ
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）

で
生
き
つ
な
い
だ
時
代
も
あ
り
ま
す
」

　

そ
れ
が
変
わ
り
は
じ
め
た
の
は
昭
和

30
年
代
で
す
。
国
を
挙
げ
た
日
本
で
初

め
て
の
畑
地
か
ん
が
い
事
業
（
農
林
省 

国

営
笠
野
原
畑
地
か
ん
が
い
事
業
＝
通
称
ハ
タ
カ
ン
）

が
笠
野
原
台
地
で
始
ま
っ
た
の
で
す
。

国
は
笠
野
原
台
地
に
水
を
安
定
し
て
供

給
す
る
た
め
に
、
肝
属
川
の
支
流
で
あ

る
串く
し

良ら

川が
わ

の
上
流
に
利
水
専
用
の
高
隈

ダ
ム
を
建
設
し
て
水
源
を
確
保
し
ま
し

た
。
１
９
６
７
年
（
昭
和
42
）
の
こ
と
で

す
。
台
地
に
幹
線
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
引

き
、
高
隈
ダ
ム
か
ら
水
を
呼
び
込
み
ま

し
た
。
そ
し
て
、
笠
野
原
台
地
の
隅
々

ま
で
水
を
巡
ら
せ
る
役
割
は
鹿
児
島
県

と
笠
野
原
土
地
改
良
区
が
担
い
ま
し
た
。

当
時
、
畑
地
か
ん
が
い
事
業
に
携
わ
っ

て
い
た
元
鹿
児
島
県
職
員
の
門
松
經つ
ね
ひ
さ久

さ
ん
、
そ
の
地
域
を
所
管
す
る
鹿
児
島

県
大
隅
地
域
振
興
局
農
村
整
備
課
の
折

田
幸
憲
さ
ん
、
原
田
洋
一
郎
さ
ん
、
東

成
人
さ
ん
に
お
会
い
し
ま
し
た
。

「
シ
ラ
ス
台
地
は
た
め
池
を
つ
く
る
こ

と
も
で
き
な
い
地
質
だ
っ
た
の
で
、
こ

こ
で
行
な
う
当
時
の
農
業
は
『
限
界
地

農
業
』
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
天
水

し
か
得
ら
れ
な
い
の
で
、
カ
ラ
イ
モ
、

な
た
ね
、
そ
ば
な
ど
水
が
少
な
く
て
も

育
つ
農
作
物
が
主
で
し
た
。
そ
の
台
地

に
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
幹
線
が
き
た
こ
と

で
、
県
な
ど
は
地
中
に
パ
イ
プ
ラ
イ
ン

を
毛
細
血
管
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
せ
る

事
業
を
行
な
い
ま
し
た
」（
門
松
さ
ん
）

　

こ
れ
ら
の
事
業
を
経
て
、
キ
ャ
ベ
ツ
、

大
根
、
さ
と
い
も
、
茶
な
ど
水
が
必
要

な
作
物
も
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
畜
産
も
盛
ん
で
す
。
ハ
タ
カ
ン
で

引
い
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
地
面
の
下
に

埋
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
一
見
す
る
と

こ
の
地
に
水
が
き
て
い
る
よ
う
に
は
思

え
な
い
で
す
が
、
人
が
築
き
上
げ
た
水

イ
ン
フ
ラ
の
水
脈
が
台
地
を
満
た
し
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
人
々
の
努
力
で
、

肝
属
川
流
域
の
笠
野
原
台
地
は
今
で
は

鹿
児
島
県
を
代
表
す
る
畑
作
農
業
地
帯

に
な
り
ま
し
た
。

6大隅河川国道事務所の山村昭一郎さん（右）と吉
武真吾さん（左）。鹿屋分水路から支流の姶良川まで
現地を案内していただいた　7 右側が肝属川の本
流で、左側が鹿屋分水路の始点　81976年（昭和
51）の水害を機に、地下にトンネルを掘って設けられ
た鹿屋分水路。地域住民の暮らしを守る「バイパス」
だ　9鹿屋市市民交流センター「リナシティかのや」
の前を流れる肝属川。中心市街地にこうした親水性
の高い広場があるのは珍しい

1水に苦労した笠野原台地の歴史がわかる1927年（昭和2）
の写真。台地の下で汲んだ水を馬の背に乗せて運び上げてい
る　2深さ83ｍもの井戸から水を汲み上げるには牛の力が必
要だった 1,2提供：笠野原開発資料館　3笠野原開発資料館をつく
り、往時の苦労を伝える館主の安藤一夫さん　4左から、畑地
かんがい事業に携わっていた門松經久さん、大隅地域振興局
の折田幸憲さんと東成人さん。ハタカン事業についてお聞きし
た　5スプリンクラーで散水する笠野原台地のお茶畑。ハタカ
ン事業によって多様な農作物を栽培できるようになった

123
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高隈ダム

笠野原土地改良区

土持堀の深井戸

笠野原開発資料館

川東の田の神

柴井堰

鹿屋分水路ＦＭかのや

玉泉寺公園

吾平山上陵

大隅河川国道事務所
鹿屋出張所

御岳▲

リナシティかのや
きもつき川水辺館

大隅河川
国道事務所

桜島

肝属川

串良川

大姶良川

姶
良
川

高
山
川

塩
入
川

荒
瀬
川

鹿児島駅

水制工
（吾平地区かわまちづくり拠点）

串良町土地改良区
鹿屋市 串良総合支所

高隈ダム

笠野原土地改良区

土持堀の深井戸

笠野原開発資料館

串良町土地改良区
鹿屋市 串良総合支所

川東の田の神

柴井堰

鹿屋分水路ＦＭかのや

水制工
（吾平地区かわまちづくり拠点） 玉泉寺公園

吾平山上陵

大隅河川国道事務所
鹿屋出張所

御岳▲

リナシティかのや
きもつき川水辺館

大隅河川
国道事務所

桜島

鹿児島駅

肝属川

串良川

大姶良川

姶
良
川

高
山
川

塩
入
川

荒
瀬
川

錦江湾
（鹿児島湾）

姶良カルデラ

薩
摩
半
島

大
隅
半
島

垂
水
港

鹿
児
島
港

志布志湾

姶良火山の大噴火が築いた「シラス文化圏」の肝属川47

水
が
多
す
ぎ
て
も

苦
労
す
る

　

シ
ラ
ス
台
地
に
覆
わ
れ
た
肝
属
川
は
、

水
の
確
保
に
苦
労
し
て
き
た
半
面
、
雨

の
多
さ
に
も
苦
労
し
て
き
た
川
で
す
。

川
と
し
て
ど
ん
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る

の
か
、
肝
属
川
を
管
理
す
る
大
隅
河
川

国
道
事
務
所
の
山
村
昭
一
郎
さ
ん
と
吉

武
真
吾
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
肝
属
川
は
年
間
約
２
８
０
０
㎜
（
日
本

の
平
均
雨
量
１
７
０
０
㎜
）
も
の
雨
が
降
る
流

域
で
す
。
そ
の
た
め
、
よ
く
川
が
増
水

し
ま
す
。
九
州
地
方
は
東
半
分
が
台
風

性
の
雨
、
西
半
分
が
梅
雨
性
の
雨
に
起

因
す
る
洪
水
が
多
く
、
東
側
に
位
置
す

る
肝
属
川
は
台
風
性
の
雨
に
よ
る
洪
水

が
多
い
川
で
す
」

　

さ
ら
に
シ
ラ
ス
に
覆
わ
れ
た
地
は
、

洪
水
か
ら
暮
ら
し
を
守
っ
て
く
れ
る
堤

防
を
築
く
の
に
も
苦
労
が
あ
り
ま
す
。

「
シ
ラ
ス
は
粒
子
が
小
さ
く
、
川
の
流

れ
に
対
し
て
弱
い
で
す
。
そ
の
た
め
川

に
堤
防
を
築
く
と
き
、
土
砂
に
シ
ラ
ス

が
含
ま
れ
て
い
る
と
堤
防
が
弱
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
、
し
っ
か
り
被
覆
し
て

水
に
当
て
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」

　

シ
ラ
ス
に
覆
わ
れ
て
い
る
土
地
な
ら

で
は
の
苦
労
で
す
。

　

洪
水
か
ら
ま
ち
を
守
る
た
め
に
行
な

わ
れ
た
大
き
な
治
水
事
業
と
し
て
、

鹿か
の
や屋
分
水
路
の
建
設
が
あ
り
ま
す
。

「
肝
属
川
は
多
く
の
人
が
生
活
し
て
い

る
鹿
屋
市
街
の
中
心
部
を
流
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
市
街
地
に
水
を
あ
ふ

れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
上
流
で
水
を
分
け

る
た
め
、
台
地
の
下
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘

っ
て
、
分
水
路
と
い
う
新
た
な
川
を
つ

く
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
に
も
水
を
流
せ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
洪
水
時
に
は

鹿
屋
市
街
を
流
れ
る
肝
属
川
本
川
の
水

位
を
下
げ
て
危
険
を
軽
減
で
き
ま
す
」

　

こ
の
日
鹿
屋
分
水
路
の
ト
ン
ネ
ル
内

を
見
学
さ
せ
て
も
ら
え
る
予
定
で
し
た

が
、
前
の
日
に
少
し
雨
が
降
り
、
水
位

が
高
く
な
っ
て
い
た
た
め
、
上
か
ら
見

る
の
み
で
し
た
が
、
確
実
に
治
水
効
果

を
発
揮
し
て
い
ま
し
た
。

九
州
ワ
ー
ス
ト
の

水
質
と
向
き
合
う

　

肝
属
川
は
九
州
に
20
あ
る
一
級
水
系

で
ワ
ー
ス
ト
の
水
質
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
九
州
の
他
の
川
と
比
べ
る
と
、
シ

ラ
ス
台
地
で
盛
ん
な
畜
産
か
ら
の
汚
れ

の
割
合
が
少
し
大
き
い
よ
う
で
す
。
ま

た
家
庭
排
水
に
よ
る
汚
れ
も
目
立
ち
ま

す
。
行
政
に
よ
る
浄
化
施
設
の
整
備
な

ど
で
徐
々
に
改
善
さ
れ
て
き
て
は
い
ま

す
が
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
は
、「
川
を
よ

く
し
た
い
」
と
い
う
市
民
の
気
運
が
高

ま
る
こ
と
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ラ
ジ
オ
放
送
と
い
う
ツ
ー
ル
を
用
い

て
、
肝
属
川
環
境
改
善
の
気
運
を
高
め

よ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

 肝属川
 水系番号  ： 109
 都道府県  ： 鹿児島県
 源流  ： 高隈山地御岳（1182 ｍ） 
 河口  ： 志布志湾  
 本川流路延長  ： 34 km 104位／109
 支川数  ： 36河川 82位／109
 流域面積  ： 485 km2 90位／109
 流域耕地面積率  ： 26.6 ％ 4位／109
 流域年平均降水量  ： 2576.4 mm 21位／109
 基本高水流量  ： 2500 m3/ s 94位／109
 河口の基本高水流量  ： 2694 m3/ s 97位／109
 流域内人口  ： 11万5451人 69位／109
 流域人口密度 ： 238人 / km2 38位／109
（基本高水流量観測地点：俣瀬〈河口から3.9km地点〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）

【肝属川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河
川データ（平成19年）、流域界
データ（昭和52 年）、ダムデー
タ（平成26年）、鉄道データ（平
成28年）、高速道路データ（平
成28年）」より編集部で作図

7

8

9



水の文化 59号　Go!Go!109水系 48

か
の
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
の
中
村
な

お
み
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
ラ
ジ
オ
局
が
な
ぜ
川
の
活
動
を
し
て

い
る
の
？ 

と
思
う
方
が
ほ
と
ん
ど
だ
と

思
い
ま
す
。
き
っ
か
け
は
ラ
ジ
オ
番
組

で
肝
属
川
で
の
カ
ヌ
ー
体
験
を
し
た
こ

と
で
し
た
。
川
に
足
を
入
れ
た
と
き
に

感
じ
た
ぬ
め
り
と
悪
臭
、
川
の
な
か
に

何
が
あ
る
の
か
見
え
な
い
な
ど
強
烈
な

印
象
で
し
た
。
そ
の
後
、
肝
属
川
の
環

境
を
よ
く
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ワ
ー
ス
ト
か
ら
抜
け
出
す

た
め
に
川
に
よ
い
こ
と
を
し
よ
う
と

『
カ
ワ
イ
イproject

』
を
始
め
ま
し
た
。

多
く
の
方
々
の
協
力
や
声
が
け
が
あ
っ

て
現
在
に
至
り
ま
す
」

　

地
域
の
暮
ら
し
に
大
切
な
肝
属
川
の

環
境
へ
の
取
り
組
み
に
、
多
く
の
方
々

に
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

言
葉
や
活
動
名
に
も
工
夫
を
凝
ら
し
、

川
の
流
れ
を
悪
く
し
て
い
た
外
来
水
草

オ
オ
カ
ナ
ダ
モ
の
除
去
活
動
は
「
藻

（
も
）
っ
と
る
作
戦
！
」
と
名
づ
け
、「
川
に

入
る
勇
気
の
あ
る
勇
者
募
集
！
」
と
い

う
キ
ャ
ッ
チ
ー
な
言
葉
で
呼
び
か
け
た

そ
う
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
活
動
に
よ
り
、
一
昨
年

（
２
０
１
６
年
）
は
肝
属
川
中
流
で
13
年
ぶ
り

に
ア
ユ
の
生
息
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う

う
れ
し
い
報
告
も
受
け
た
と
の
こ
と
。

き
れ
い
な
川
を
取
り
戻
す
た
め
の
課
題

は
あ
る
も
の
の
、
ラ
ジ
オ
局
が
川
の
活

動
を
始
め
て
か
ら
５
年
目
、
学
生
た
ち

と
と
も
に
活
動
し
た
肝
属
川
の
透
明
度

は
増
し
、
少
し
ず
つ
自
然
本
来
の
姿
に

近
づ
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

川
の
恩
恵
に
感
謝
し

40
年
間
活
動
続
け
る

　

人
の
意
識
を
変
え
る
に
は
Ｆ
Ｍ
か
の

や
の
よ
う
に
新
し
く
始
め
る
こ
と
も
重

要
で
す
し
、長
く
続
け
る
こ
と
も
重
要
で

す
。
肝
属
川
の
支
流
の
姶あ
い
ら良

川が
わ

と
40
年

近
く
向
き
合
っ
て
き
た
姶
良
川
河
川
愛

護
会
の
皆
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
姶
良
川
上
流
域
は
神
武
天
皇
の
父
母

の
墓
陵
と
し
て
祀
ら
れ
る
吾
あ
い
ら
さ
ん
じ
ょ
う
り
ょ
う

平
山
上
陵

が
あ
り
、
神
の
川
と
し
て
清
ら
か
な
流

れ
を
湛
え
て
き
ま
し
た
。
姶
良
川
が
流

れ
る
吾あ
い
ら平

町ち
ょ
うは

海
な
し
町
で
、
水
と
戯

れ
ら
れ
る
の
は
姶
良
川
だ
け
で
す
。
町

民
は
姶
良
川
を
楽
し
ん
で
き
ま
し
た
。

楽
し
み
の
一
つ
は
ア
ユ
を
釣
る
こ
と
で

し
た
。
姶
良
川
で
は
昔
か
ら
30
㎝
を
超

え
る
大
き
さ
の
ア
ユ
が
釣
れ
る
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
昭
和
40
年
代
か
ら
ア
ユ
が
獲

れ
な
く
な
っ
て
き
て
、
ア
ユ
が
上
る
魚

道
や
川
の
構
造
物
な
ど
川
の
環
境
に
目

が
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

当
初
は
ア
ユ
を
食
べ
、
川
の
恩
恵
に

感
謝
で
き
る
よ
う
に
と
発
足
し
た
姶
良

川
ア
ユ
同
好
会
は
、
１
９
７
７
年
（
昭
和

52
）
に
姶
良
川
河
川
愛
護
会
と
し
て
活

動
を
は
じ
め
ま
し
た
。

「
当
時
、
姶
良
川
は
ア
ユ
釣
り
を
楽
し

む
場
所
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
川
に
物

を
捨
て
る
人
も
多
く
い
ま
し
た
。
川
に

物
を
捨
て
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
と

始
め
た
の
が
水
質
汚
濁
対
策
で
、
毎
年

６
月
に
は
姶
良
川
一
斉
清
掃
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
小
学
生
の

姶
良
川
の
絵
画
・
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
を

実
施
し
て
い
ま
す
」

　

こ
う
い
う
地
道
な
長
い
活
動
の
効
果

で
町
民
の
意
識
も
上
が
っ
て
き
た
と
い

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ア
ユ
釣
り
を
存

分
に
楽
し
め
る
姶
良
川
で
あ
っ
て
ほ
し

い
で
す
。
ま
た
河
川
管
理
者
が
行
な
う

10昔のようなきれいな肝属川を取り戻
そうとFMかのやが呼びかけて「カワ」に
「イイ」ことを実践する「カワイイproject」
の参加者　11 肝属川の清掃イベント
「藻（も）っとる作戦！」で取り除かれた外
来種の藻 10,11提供：NPO法人かのやコミ

ュニティ放送　12 FMかのやの放送ブ
ース。ここから肝属川に関する情報を発
信　13 NPO法人かのやコミュニティ
放送の中村なおみさん

14 40年にわたり活動を続けてきた
姶良川河川愛護会の皆さん。右から
代表の小浜昭二さん、事務局長の
二間瀬真由美さん、本村和明さん、
河野正文さん　15 姶良川河川愛
護会のアイディアも取り入れてつくら
れた石組みの水制工　16 姶良川
上流のほとりにある吾平山上陵　
17吾平山上陵付近の姶良川は神
の川の名にふさわしい清らかな流れ

13
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姶良火山の大噴火が築いた「シラス文化圏」の肝属川49

109

河
川
事
業
に
対
し
て
も
長
年
の
経
験
を

活
か
し
て
意
見
を
述
べ
た
一
幕
が
最
近

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
河
川
敷
の
竹
林
の

区
域
を
洪
水
対
策
の
た
め
に
除
去
す
る

こ
と
に
な
っ
た
河
川
管
理
者
に
対
し
、

「
こ
こ
は
魚
が
多
く
棲
む
場
所
だ
か
ら

治
水
も
重
要
だ
け
ど
生
き
も
の
に
も
配

慮
し
て
ほ
し
い
」
と
意
見
を
述
べ
た
そ

う
で
す
。
河
川
管
理
者
と
一
緒
に
知
恵

を
絞
り
新
た
に
生
ま
れ
た
の
が
水
際
に

張
り
出
し
た
水
制
工
の
石
で
、こ
れ
が
こ

れ
か
ら
川
の
な
か
の
流
れ
に
変
化
を
生

ん
で
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
意
見
交
換
が
で
き
る
の
は

長
年
の
経
験
の
あ
る
団
体
だ
か
ら
こ
そ
。

す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

現
存
す
る
唯
一
の

柴
で
つ
く
る
堰

　

限
ら
れ
た
水
を
う
ま
く
使
お
う
と
地

域
独
自
の
水
技
術
を
確
立
し
て
き
た
川

と
し
て
、
肝
属
川
の
下
流
で
合
流
す
る

支
流
・
串
良
川
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
地

域
に
は
、
川か
わ
は
ら
ぞ
の

原
園
井い

堰ぜ
き

と
い
う
名
の
堰

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
堰
は
地
域
独
自

の
柴
（
注
）
で
つ
く
っ
た
「
柴し

ば

井い

堰ぜ
き

」
と

い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
川
に
横

木
を
渡
し
、
そ
こ
に
、
柴
を
重
ね
て
ま

た
取
り
外
す
、
一
年
性
の
伝
統
技
術
を

駆
使
し
た
堰
で
す
。
３
０
０
ha
の
農
地

に
水
を
供
給
し
て
い
る
重
要
な
堰
で
す
。

　

柴
井
堰
を
管
理
し
て
い
る
串
良
町
土

地
改
良
区
の
新
町
浩
さ
ん
、
鹿
屋
市
産

業
建
設
課
の
新
留
淳
一
さ
ん
に
お
話
を

聞
き
ま
し
た
。

「
柴
井
堰
は
川
幅
43
ｍ
を
堰
上
げ
て
つ

く
り
ま
す
。
素
材
の
木
に
は
山
か
ら
切

り
出
し
た
マ
テ
バ
シ
イ
を
使
い
ま
す
。

３
月
の
２
週
目
く
ら
い
に
山
に
入
り
、

木
を
伐
り
出
し
、
長
さ
１
５
０
㎝
、
胴

回
り
50
㎝
の
束
を
１
５
０
束
ほ
ど
つ
く

っ
て
、
そ
れ
を
川
に
掛

け
、
で
き
あ
が
り
で
す
。

時
間
と
と
も
に
枝
の
隙

間
が
詰
ま
っ
て
い
き
、

し
っ
か
り
堰
上
げ
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
」

と
新
町
さ
ん
。

　

き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル

な
堰
の
つ
く
り
で
す
が
、

こ
の
束
ね
方
に
は
高
い

技
術
力
が
必
要
で
あ
り
、

限
ら
れ
た
人
し
か
う
ま

く
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
伝
統
技
術

で
あ
る
た
め
、
市
の
無
形
文
化
財
と
し

て
技
術
そ
の
も
の
が
登
録
さ
れ
て
い
ま

す
。
昔
は
各
地
に
あ
っ
た
柴
井
堰
で
し

た
が
、
今
は
日
本
で
も
こ
こ
だ
け
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
農
家
は
水
が
安

定
し
て
供
給
さ
れ
れ
ば
い
い
の
で
、
複

数
あ
っ
た
堰
は
ど
ん
ど
ん
と
統
合
が
進

ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
串
良
川
に
は
地

域
固
有
の
文
化
的
景
観
を
誇
り
に
思
う

人
た
ち
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
今
日
ま
で

こ
の
堰
は
残
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

使
え
る
水
が
少
な
い

シ
ラ
ス
文
化
圏

　

姶
良
大
噴
火
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
、

「
シ
ラ
ス
文
化
圏
」
と
し
て
発
展
し
て

き
た
肝
属
川
流
域
を
見
て
き
ま
し
た
。

ひ
と
言
で
言
い
換
え
る
と
「
使
え
る
水

が
少
な
い
流
域
」
と
い
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
台
風
性
の
大
雨
が
降
り
、
川

の
洪
水
を
さ
ば
く
の
に
毎
回
戦
い
、
そ

し
て
地
表
に
降
っ
た
雨
は
地
下
深
く
に

浸
透
す
る
の
で
溜
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

２
週
間
も
雨
が
降
ら
な
い
と
渇
水
と
戦

う
。
お
ま
け
に
、
近
年
は
水
質
改
善
に

向
け
て
奮
闘
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
苦
労
の
な
か
で
肝
属
川
流
域

の
人
た
ち
が
水
土
の
知
恵
で
暮
ら
し
を

豊
か
に
し
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
（
２
０
１
８
年
５
月
８
～
10
日
取
材
）

川名の由来【肝属川】
肝属郡の名から。現在の肝属郡は大隅半島
の3分の2を占めるが、古代の肝属郡は大隅
半島の南部に限られていた。

18川原園井堰まで案内してくださった串良町土地改良区の新町
浩さん（中央）と鹿屋市産業建設課の新留淳一さん（右）　
19 「柴井堰」の設置場所。この日は増水していたのであまりよく見
えないが、こうした水の流れが運ぶ泥や砂を受けて堰は強度を増す

18

19

肝属川の扇頂（扇状地の始点）にある田の神像。安永年間
（1772-1781）に奉納されたと記されている。稲作の豊凶を見守る
農神として信仰されている田の神像は、鹿児島県と宮崎県の一部
にしか見られない。鹿屋市内ではおよそ140体が確認されている

肝属川の河口を歩く坂本さん

（注）柴

山野に生えているあまり大きくない雑木やその枝のこと。
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人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

事
・
場
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

第
6
回

ミツカン水の文化センターが 2017年度からスタートした「発見！水の文化」。身近で気軽に参加で
きるような企画テーマを用意しています。2018年度の「発見！水の文化」にもぜひご期待ください！
http://www.mizu.gr.jp/hakken/houkoku/

魅力あふれる独自の「水の文化」を培っている「人」や「事・場」を訪ねて、その研究や活動を「水の風
土記」としてホームページでご紹介しています。ぜひご覧ください！　http://www.mizu.gr.jp/fudoki/

センター活動報告①

センター活動報告②

2018年の 「発見！水の文化」 がスタートしました！

Web 「水の風土記」 最新記事のご紹介

アクアツーリズムから探る
「水と人」の付き合い方

「結
ゆい

の心」で取り戻した
「水の知見」を海外へ！

有明アリーナの工事現場

野田 岳仁（のだ たけひと）さん 　
立命館大学 政策科学部 助教

福井県大野市

Webで公開中！

Webで公開中！

2018年度最初の「発見！
水の文化」は、2017年に残
念ながら台風で中止になっ
てしまった企画をついに実
現！ 好天に恵まれたゴール
デンウイークの初日。開発
が進んでいる東京の臨海部
の歴史・文化的背景につい
て学びながら、これからどの
ように変わっていこうとして
いるのかを水面側から発見
しました。

琵琶湖の北西部に位置
する滋賀県高島市の「針江
（はりえ）集落」に足しげく通
い、ここを基準点にしなが
ら各地を訪ね歩く野田岳
仁さんに、アクアツーリズ
ムの可能性についてお聞き
しました。

40年前に深刻な「井戸枯れ」の危機
に直面した福井県大野市は、市民が一
体となった保全活動で再び地下水を取
り戻した歴史があります。さらに、数年
前からもう一歩踏み込んだ地方創生へ
の試みを進めているとお聞きして現地
に向かいました。

2018年9月以降の予定は決まり次
第、HPでご紹介いたします。皆さま
の参加を心よりお待ちしております！

船でめぐる東京の水辺
～かわりゆく臨海部編～
――2018年 4月28日（土）9:00～12:30

湧き水を飲む男の子

荒川と旧中川を「船のエレベーター」
としてつなぐ荒川ロックゲート

日本橋観光桟橋
発着

佃
築地・浜離宮

日本橋川
神田川

選手村建設地
レインボーブリッジ

豊洲
競技場建設地

参加者数

38名

講師：阿部 彰（あべ あきら）さん 　一般社団法人 まちふね みらい塾　専務理事

高松 巌（たかまつ いわお）さん 　一般社団法人 まちふね みらい塾　代表理事 船から眺めた豊洲市場
ルート：日本橋・日本橋室町エリア → 日本
橋堀留町・小網町エリア → 日本橋兜町・茅
場町・新川エリア → 隅田川河口解散

ルート：豊洲～荒川ロックゲート → 旧中川・
横十間川・小名木川エリア

東京
辰巳国際水泳場

新木場貯木場跡地
（ゲートブリッジ遠望）

第
7
回

第
8
回

江戸の水辺街歩き
（日本橋編）
――2018年 6月9日（土）開催

開催した
「発見！水の文化」

船でめぐる東京の水辺
～江東の内部河川編～
――2018年 6月23日（土）開催
※2018年10月13日（土）も開催決定



編
集
後
記

少
年
期
に
友
達
と
近
く
の
池
や
川
で
楽
し
ん
だ
釣
り
。
そ
の
際
に
釣
っ

た
魚
の
魚
拓
を
取
り
、
そ
の
後
、
家
族
で
美
味
し
く
食
し
た
こ
と
を
久

し
ぶ
り
に
思
い
出
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
を
通
じ
て
「
釣
り
」
は
、
単

に
魚
を
釣
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
人
間
の
気
持
ち
や
文
化
が

あ
る
こ
と
を
再
度
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。（
浅
）

自
分
は
釣
り
を
し
な
い
が
、息
子
に
は
し
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ

の
取
材
を
通
じ
て
釣
り
の
多
面
的
な
魅
力
に
触
れ
、
思
い
は
強
ま
っ
た
。

釣
り
方
の
工
夫
や
命
へ
の
対
峙
の
仕
方
、環
境
へ
の
配
慮
法
な
ど
…
正
解

の
な
い
無
数
の
問
い
に
自
問
自
答
す
る
過
程
か
ら
得
る
も
の
は
計
り
知

れ
な
い
。
釣
堀
か
ら
連
れ
出
し
た
い
。（
松
）

初
め
て
本
格
的
に
釣
り
を
体
験
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
、
な
ん
と
か
二

匹
が
釣
れ
た
。
釣
っ
た
瞬
間
に
感
じ
た
喜
び
は
、
確
か
に
普
通
の
ス
ポ

ー
ツ
と
比
べ
ら
れ
な
い
感
覚
で
、
釣
り
に
没
頭
す
る
人
た
ち
の
精
神
は

実
感
で
き
た
と
思
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
釣
ら
れ
た
相
手
が
可
愛
そ

う
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。。（
Ｆ
Ｇ
）

釣
り
に
対
し
て
残
酷
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
が
、
取
材
を
通
じ
て

釣
り
と
水
、
環
境
へ
の
深
い
つ
な
が
り
を
感
じ
た
。
ま
た
初
め
て
釣
り

を
体
験
し
、
釣
り
を
楽
し
む
人
の
気
持
ち
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

関
わ
り
方
に
よ
っ
て
は
、
釣
り
も
素
敵
な
趣
味
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
。（
青
）

夏
休
み
、
家
族
旅
行
の
定
番
が
海
水
浴
と
釣
り
だ
っ
た
。
黙
々
と
釣
り

糸
を
垂
ら
し
て
、
ど
ん
な
魚
が
釣
れ
る
の
か
ワ
ク
ワ
ク
し
た
。
釣
り
を

し
て
い
る
間
、
会
話
は
無
か
っ
た
け
れ
ど
、
一
体
感
と
い
う
か
、
団
結

感
は
あ
っ
た
と
思
う
。
外
食
先
、
全
員
が
ス
マ
ホ
を
見
て
い
る
家
族
に

是
非
オ
ス
ス
メ
し
た
い
も
の
だ
と
思
っ
た
の
で
し
た
。（
飯
）

釣
り
は
小
学
生
の
時
以
来
で
、
釣
堀
で
あ
る
程
度
釣
れ
た
記
憶
が
あ
る
。

今
回
、
本
格
的
な
釣
り
の
機
会
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
釣
れ
ず
…
…
。

取
材
を
進
め
て
い
く
と
、
い
ろ
い
ろ
仕
掛
け
や
工
夫
、
心
構
え
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
、
自
分
の
姿
勢
の
甘
さ
を
痛
感
し
た
。
大
岡
玲
さ
ん
の

言
葉
を
お
借
り
す
れ
ば
、
次
回
こ
そ
地
球
と
交
信
し
て
み
た
い
。（
力
）

少
年
期
は
釣
り
に
夢
中
だ
っ
た
私
。今
回
の
取
材
で
久
々
に
琵
琶
湖
の
バ

ス
を
ル
ア
ー
で
狙
い
、生
ま
れ
て
初
め
て
テ
ン
カ
ラ
と
和
竿
を
体
験
す
る

と
、釣
り
熱
が
一
気
に
ぶ
り
返
し
ま
し
た
。
し
か
も
若
い
頃
と
は
違
っ
て
、

た
だ
水
辺
で
竿
を
振
っ
て
い
る
だ
け
で
大
満
足
。「
歳
を
重
ね
る
の
も
悪

く
な
い
な
ぁ
」
と
思
い
ま
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。

発行日
2018年（平成 30）6月
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第59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』59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/form59.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



裏表紙上：己の気配を消して毛鉤を打ち込む。欺けるか、見
抜けるか。人と魚の知恵比べである（撮影：川本聖哉／山梨県・
小菅川） 下：歌川国芳が鉄砲洲（てっぽうず）で釣りをする人々
を描いた浮世絵『 東都名所 てつぽふづ』。鉄砲洲は今の
東京都中央区湊、明石町にあたる。地名の由来は、砂洲が
細長く鉄砲の形をしていたから、あるいは幕府がここで大砲を
試射したからともいわれる（中川船番所資料館蔵）
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表紙：陽光きらめく海に
下ろした竿。釣り糸の先
に広がる水の世界を、釣
り人は想像しつづける

（撮影：葛西亜理沙／東京湾）
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