
裏表紙上：ステンレスタンク2基からな
る宮崎配水塔と隣接する鷺沼北公園
で遊ぶ子どもたち（撮影：川本聖哉）
裏表紙下：ベンチャーウイスキーの樽工
場。ずらりと並ぶ樽は4人の樽職人が
日々研鑚を積んだ証だ（撮影：鈴木拓也）

表紙：ホテルの地下に据えら
れた木製の受水槽。木の特
性で飲料水の質を保つ。30
年以上前に設置された（撮影
協力：シェラトン・グランデ・トーキョー
ベイ・ホテル／撮影：鈴木拓也）
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水の文化 63号　ひとしずく 2

キ
ュ
ー
」
と
た
っ
た
四
ｍ
道
を
挟
ん
だ
向

か
い
側
に
あ
る
「
ま
る
や
八
丁
味
噌
」
が

醸
し
て
い
る
味
噌
は
原
材
料
も
製
法
も
近

い
の
に
、
味
は
明
確
に
違
う
。
こ
の
多
様

性
こ
そ
が
、
日
本
の
食
文
化
の
豊
か
さ
の

証
明
で
あ
る
。

「
カ
ク
キ
ュ
ー
」
の
創
業
は
１
６
４
５
年
。

つ
ま
り
、
３
５
０
年
以
上
前
か
ら
さ
し
て

変
わ
ら
な
い
製
法
で
、
八
丁
味
噌
は
つ
く

ら
れ
て
い
る
。
用
意
し
て
も
ら
っ
た
八
丁

味
噌
汁
を
味
わ
う
と
、
そ
こ
に
は
昔
の
人

た
ち
が
尊
ん
だ
も
の
と
同
じ
温
み
が
あ
っ

た
。
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
も
違
う
し
、

気
候
な
ど
の
環
境
も
変
化
し
て
い
る
か
ら
、

そ
の
味
は
昔
と
は
微
妙
に
違
う
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
時
代
は
変
わ
れ
ど
も

そ
の
美
味
し
さ
は
変
わ
ら
な
い
。

　

美
味
し
さ
は
「
美
し
い
味
」
と
書
く
よ

う
に
、
美
し
さ
と
よ
く
似
て
い
る
。
ど
ち

ら
も
主
観
的
な
も
の
で
、
定
義
づ
け
る
の

は
難
し
い
。
し
か
し
、
本
当
に
美
味
し
い

も
の
は
時
の
経
過
に
耐
え
、
な
お
残
る
も

　

昨
年
、
愛
知
県
岡
崎
市
で
八
丁
味
噌
を

製
造
し
て
い
る
「
カ
ク
キ
ュ
ー
」（
合
資
会

社 

八
丁
味
噌
）
の
蔵
を
訪
れ
た
。
八
丁
味

噌
と
は
大
豆
１
０
０
％
で
仕
込
ん
だ
豆
味

噌
の
一
つ
で
、
岡
崎
城
か
ら
西
へ
八
町
（
約

８
０
０
ｍ
）
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
八
丁

村
で
醸
さ
れ
て
い
た
味
噌
を
指
す
。
現
在

は
東
海
道
を
挟
ん
だ
「
カ
ク
キ
ュ
ー
」
と

「
ま
る
や
八
丁
味
噌
」
の
二
軒
が
そ
の
味
を

守
っ
て
い
る
。

　

薄
暗
い
蔵
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
ず

ら
り
と
並
ん
だ
木
桶
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
た
。

大
豆
麹
を
空
気
が
入
ら
な
い
よ
う
に
踏
み

込
み
な
が
ら
木
桶
に
詰
め
、
蓋
を
し
た
と

こ
ろ
に
、
石
を
積
み
上
げ
る
。
そ
し
て
、

冷
暖
房
な
ど
入
っ
て
い
な
い
蔵
で
二
夏
二

冬
、
つ
ま
り
最
低
２
年
以
上
寝
か
さ
れ
る

こ
と
で
、
八
丁
味
噌
独
特
の
風
味
は
生
ま

れ
る
。

　

重
心
が
中
心
に
な
る
よ
う
に
積
み
上
げ

て
い
く
「
石
積
み
」
は
、
江
戸
の
初
期
に

確
立
さ
れ
た
技
法
だ
。
木
桶
の
上
に
整
然

と
積
み
上
が
っ
て
い
る
石
の
総
重
量
は
３

ト
ン
に
も
な
る
と
い
う
。
並
ん
だ
木
桶
の

重
量
を
と
も
な
っ
た
存
在
感
と
、
積
み
上

げ
ら
れ
た
石
の
た
し
か
な
美
し
さ
。
こ
の

景
色
か
ら
受
け
る
不
思
議
な
印
象
は
、
古

代
の
遺
跡
を
訪
れ
た
と
き
に
抱
く
そ
れ
と

よ
く
似
て
い
た
。

　

味
噌
自
体
は
ス
テ
ン
レ
ス
タ
ン
ク
で
も

つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
八
丁
味
噌
は

作
れ
な
い
。
麹
菌
の
他
に
蔵
や
木
桶
に
棲

み
着
い
た
菌
や
微
生
物
が
、
各
蔵
元
特
有

の
香
り
や
味
を
生
み
出
す
か
ら
だ
。「
カ
ク

樋
口
直
哉

　
作
家 

料
理
家

美
し
い
船



美しい船3

の
だ
。
三
島
由
紀
夫
は
『
金
閣
寺
』
と
い

う
小
説
の
な
か
で
、
金
閣
寺
の
屋
根
の
頂

に
飾
ら
れ
て
い
る
金
銅
の
鳳
凰
を
さ
し
て
、

こ
ん
な
文
章
を
書
い
て
い
る
。

〈
こ
の
神
秘
的
な
金
い
ろ
の
鳥
は
、
時
も

つ
く
ら
ず
、
羽
ば
た
き
も
せ
ず
、
自
分
が

鳥
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
飛

ば
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
間
違
い
だ
。

ほ
か
の
鳥
が
空
間
を
飛
ぶ
の
に
、
こ
の
金

の
鳳
凰
は
か
が
や
く
翼
を
あ
げ
て
、
永
遠

に
、
時
間
の
な
か
を
飛
ん
で
い
る
の
だ
。

（
中
略
）
そ
う
し
て
考
え
る
と
私
に
は
金
閣

そ
の
も
の
も
、
時
間
の
海
を
渡
っ
て
き
た

美
し
い
船
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
〉

　

三
島
の
表
現
を
借
り
れ
ば
八
丁
味
噌
は

３
５
０
年
以
上
前
か
ら
時
を
渡
っ
て
き
た

美
し
い
船
だ
。
時
間
は
残
酷
で
す
べ
て
の

も
の
を
容
赦
な
く
、
押
し
流
し
て
い
く
。

あ
る
も
の
は
風
化
し
、
あ
る
も
の
は
消
え

去
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
本
当
に
美
し
い

も
の
は
こ
う
し
て
残
り
、
僕
ら
は
そ
れ
を

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
味
わ

う
こ
と
で
、
昔
の
人
た
ち
や
今
こ
の
味
を

守
っ
て
い
る
人
た
ち
の
存
在
を
、
近
く
で

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
美
味
し

さ
を
次
代
へ
と
受
け
伝
え
て
い
き
た
い
と

つ
く
づ
く
思
う
。

樋口直哉（ひぐち なおや）

1981年生まれ。作家、料理家。服部栄養専門学校卒業。料理人として活動する傍ら、2005年、『さよならアメリカ』
で群像新人文学賞を受賞し、小説家としてデビュー。ほかの作品に『スープの国のお姫様』（小学館）、『おいしいもの
には理由がある』（KADOKAWA）、『あたらしい料理の教科書』（マガジンハウス）などがある。

うずたかく石が積まれた八丁味噌の仕込み桶。絶妙な
バランスでなりたっている美しいフォルムだ 撮影：樋口直哉
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水
を
始
め
と
す
る
液
体
を
貯
蔵
、
あ
る
い
は
運

ぶ
た
め
に
使
わ
れ
て
き
た
桶
と
樽
。
桶
と
は

桶お
け
が
わ側

・
箍た

が
・
底
板
か
ら
な
る
木
製
の
容
器
の
こ
と

で
あ
り
、
樽
は
そ
の
桶
に
蓋
を
付
け
て
密
閉
で

き
る
よ
う
に
し
た
も
の
だ
。

江
戸
期
の
日
本
は
世
界
で
も
有
数
の
桶
と
樽
の

生
産
地
で
あ
り
、昭
和
初
期
ま
で
人
々
の
暮
ら
し

の
み
な
ら
ず
産
業
や
経
済
を
支
え
て
い
た
の
は

桶
と
樽
だ
。
戦
後
、桶
と
樽
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な

く
な
っ
た
が
、今
で
も
桶
や
樽
に
こ
だ
わ
る
人
は

存
在
す
る
。

持
続
可
能
性
が
求
め
ら
れ
る
現
代
に
お
い
て
、今

な
お
使
い
つ
づ
け
ら
れ
る
桶
と
樽
の
価
値
と
は

い
っ
た
い
何
な
の
か
。
大
型
の
貯
水
・
貯
蔵
装
置

の
視
点
か
ら
考
え
た
い
。

 目次 
巻頭エッセイ
 2 ひとしずく 美しい船　樋口直哉 

 特集 桶・樽のモノ語り　
 6 概論  江戸時代の日本を支えた桶と樽　小泉和子
 10 木桶  しょうゆ蔵の宝を引き継ぐ木桶たち
 14 洋樽  薫り高きウイスキーを熟成する日本の樽
 18 配水塔・配水池  安定した水供給を支える現代の巨大水桶　
 22 受水槽  米国生まれの木製水槽が生き残る理由
 26 エネルギー  現代の容器と熱エネルギー―廃棄物の有効活用を考える　藤井 実

 28 風呂桶  体になじむ木の風呂桶　中村好文
 29 文化をつくる  桶と樽に見る、人の営みと時間軸　編集部

連載

 30 水の文化書誌 53  アメリカを創りだしたミシシッピ川の偉大さ　古賀邦雄
 32 魅力づくりの教え14  十勝を食糧王国に変えた開拓群像　北海道 十勝　中庭光彦

 36 食の風土記 14  湧き水が育んだおやつ かんざらし　長崎県島原市
 38 城下町と水の聖地  島原城下町を「水の聖地」から読み解く　髙村雅彦
 45 Go! Go! 109水系 18   本州最北端の暮らしを養う岩木川　坂本貴啓
 50 センター活動報告
 51 編集後記／ご案内
  (敬称略）

木桶がひしめくしょうゆのもろみ蔵。この蔵独特の生態系をつくるのに木桶の果たす役目は大きい
（香川県・小豆島のヤマロク醤油にて）
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知
ら
れ
ざ
る

桶
と
樽
の
語
源

　

い
ま
一
般
的
に
桶
、
樽
と
呼
ん
で
い

る
も
の
は
、
正
式
に
は
結ゆ
い
お
け桶
、
結ゆ

い
た
る樽
で

す
。
木
工
技
術
か
ら
見
る
と
結ゆ
い
も
の物

で
す

ね
。
桶
は
、
杉
や
檜ひ
の
きな
ど
の
板
を
縦
に

並
べ
て
底
を
つ
け
、
た
が
で
し
め
た
円

筒
形
の
容
器
。
樽
は
、
同
じ
く
た
が
で

締
め
た
円
筒
状
の
桶
の
形
を
し
て
い
ま

す
が
、
固
定
し
た
蓋ふ
た

が
あ
っ
て
お
酒
や

し
ょ
う
ゆ
な
ど
の
液
体
を
持
ち
運
ぶ
容

器
で
す
。

　

し
か
し
、
桶
と
樽
は
も
と
も
と
別
の

も
の
で
し
た
。

　

ま
ず
桶
で
す
が
、
そ
の
語
源
は
「
お

の
け
」。
苧を

（
麻
）
か
ら
糸
を
つ
く
る
に

は
、
麻
を
し
ご
い
て
出
て
く
る
ふ
わ
ふ

わ
し
た
細
い
繊
維
を
器
に
入
れ
て
、
そ

こ
か
ら
繊
維
を
拾
い
上
げ
な
が
ら
撚
っ

て
糸
に
し
て
い
き
ま
す
。
器
は
笥け

で
す

の
で
「
苧を

を
入
れ
る
笥け

」、
つ
ま
り

「
を
の
け
」
＝
「
お
け
」
で
す
。
た
だ

し
、
そ
の
頃
は
杉
な
ど
の
薄
い
板
を
円

形
・
楕
円
形
に
曲
げ
て
、
桜
や
樺
な
ど

の
皮
で
と
じ
合
わ
せ
て
底
を
取
り
つ
け

た
「
曲
げ
物
」
を
用
い
て
い
ま
し
た
。

曲
げ
物
は
弥
生
時
代
か
ら
あ
る
の
で
、

「
お
け
」
と
い
う
言
葉
だ
け
が
後
世
に

受
け
継
が
れ
た
の
で
す
。

　

桶
と
い
う
と
、
天
の
岩
戸
の
前
で
天
あ
ま
の

鈿う
ず
め
の
み
こ
と

女
命
が
上
に
乗
っ
て
踏
み
と
ど
ろ
か

し
た
話
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
桶
だ
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
「
を
け
」
は

曲
げ
物
で
す
か
ら
乗
っ
た
ら
つ
ぶ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
う
げ
」
と
い

っ
て
刳
り
も
の
、
そ
れ
も
大
き
な
も
の

だ
っ
た
か
ら
で
す
。『
日
本
書
紀
』に
は

「
覆う

げ槽
置ふ

せ
」、『
延
喜
式
』
に
は
「
宇う

気け

槽ふ
ね

」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ら
上
に

乗
っ
て
踏
み
と
ど
ろ
か
せ
れ
ば
反
響
し

て
大
き
な
音
が
出
ま
す
。

　

一
方
の
樽
は
「
も
の
が
垂
れ
る
」
＝

「
垂た

り
」
か
ら
き
て
い
ま
す
。「
注ち

ゅ
う
き器

」

が
語
源
で
す
。
注
器
に
は
木
製
、
土
製
、

金
属
製
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
樽
と
い

う
字
は
木き

偏へ
ん

に
尊た

っ
とい
の
組
み
合
わ
せ
で

す
。「
神
に
捧
げ
る
尊
い
酒
壺
」と
い
う

意
味
で
、
樽
は
「
神
に
捧
げ
る
入
れ
も

の
」
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

じ
わ
じ
わ
広
が
っ
た

日
本
の
桶
と
樽

　

短
冊
状
の
板
を
結
っ
て
つ
く
る
桶
や

樽
が
出
現
し
た
の
は
い
つ
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
導
入
期
と
な
る
１
期
は
、
11
世

紀
後
半
か
ら
13
世
紀
。
今
の
福
岡
県
の

博
多
や
箱
崎
、
太
宰
府
な
ど
の
北
部
九

州
か
ら
小
さ
な
結
桶
や
結
樽
が
発
掘
さ

れ
て
い
ま
す
。
中
国
人
が
当
時
た
く
さ

ん
住
ん
で
い
た
地
域
か
ら
発
見
さ
れ
て

い
る
の
で
、
日
宋
貿
易
と
の
関
連
か
ら

大
陸
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
輸
入
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
普
及
期
と
な
る
２
期
は
14
世

紀
。
北
部
九
州
か
ら
佐
賀
や
瀬
戸
内
海

今
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
桶
と
樽
は
か
つ
て
人
の
暮
ら
し
や
産
業
と
密
接
な
関

係
が
あ
っ
た
。
特
に
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
は
日
本
を
支
え
る
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
桶

と
樽
を
、
民
具
と
い
う
観
点
で
は
な
く
、
社
会
経
済
史
か
ら
読
み
解
こ
う
と
、
１
９
８
８
年
２

月
か
ら
有
志
に
よ
る
「
桶
樽
研
究
会
」
を
主
宰
し
、
２
０
０
０
年
に
『
桶
と
樽
―
脇
役
の
日
本

史
』
を
上
梓
し
た
生
活
史
研
究
家
の
小
泉
和
子
さ
ん
に
、
桶
と
樽
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。 

Kazuko Koizumi
1933年東京生まれ。女子美大で
洋画を学び、卒業後は家具製作
会社に入社。1970年に東京大
学工学部建築学科の研究生とな
り、日本家具・室内意匠史を研究。
工学博士。1971年生活史研究
所を設立。1999年より東京都大
田区の生家を「昭和のくらし博物
館」として公開。『桶と樽――脇役
の日本史』『船箪笥の研究』『昭
和なくらし方』『和家具』『道具が
語る生活史』など著書多数。

インタビュー

小泉和子さん

家具道具室内史学会 会長
生活史研究家

昭和のくらし博物館 館長
重要文化財 熊谷家住宅館長

【概論】
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江
戸
時
代
の
日
本
を

支
え
た
桶
と
樽
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方
面
に
広
ま
り
ま
す
。
小
型
の
容
器
の

ほ
か
、
井い

ど戸
側が

わ

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

井
戸
側
は
結
わ
え
る
も
の
で
は
な
い
も

の
の
、
短
冊
状
の
板
を
並
べ
る
の
で
構

造
的
に
似
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
確
立
期
の
３
期
が
15
世
紀
か

ら
16
世
紀
。
関
東
や
甲
信
越
に
も
普
及

し
ま
す
。
容
器
や
井
戸
側
に
加
え
て
、

早
桶
（
注
）
や
便
槽
な
ど
に
も
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
全
国
的
に
展
開
す
る
４
期
が

17
世
紀
か
ら
20
世
紀
前
半
で
す
。
そ
れ

ま
で
は
円
筒
形
が
中
心
で
し
た
が
、
非

円
形
な
ど
異
な
る
形
の
桶
も
出
て
き
ま

す
。
醸
造
用
の
１
０
０
石
ほ
ど
の
大
き

な
桶
な
ど
も
出
現
し
ま
す
。
生
活
用
だ

け
で
な
く
農
業
や
漁
業
、
鉱
工
業
な
ど

に
も
広
く
使
わ
れ
ま
す
。
特
に
江
戸
時

代
は
桶
と
樽
で
世
の
中
が
動
い
て
い
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
桶
と
樽
が
衰
退
す
る
終
末
期
が

５
期
で
す
。
戦
後
、
20
世
紀
後
半
か
ら

は
瓶
を
は
じ
め
と
す
る
工
業
製
品
に
置

き
換
わ
り
ま
し
た
。

普
及
を
促
し
た

商
品
流
通
の
発
達

　

こ
う
し
て
桶
と
樽
の
普
及
を
時
代
ご

と
に
見
て
い
く
と
お
か
し
な
こ
と
に
気

づ
き
ま
せ
ん
か
？ 

曲
げ
物
か
ら
結
桶

に
代
わ
る
時
期
は
15
世
紀
以
降
で
す
。

し
か
し
、
す
で
に
11
世
紀
後
半
に
日
本

人
は
結
桶
を
目
に
し
て
い
る
の
で
、
全

国
に
普
及
す
る
ま
で
数
百
年
か
か
っ
て

い
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

当
時
は
洗
濯
し
た
り
も
の
を
入
れ
た

り
す
る
器
は
だ
い
た
い
曲
げ
物
を
、
液

体
に
は
甕か
め

を
用
い
て
い
ま
し
た
。
備
前

な
ど
で
は
大
き
な
甕
を
つ
く
り
、
酒
造

も
貯
蔵
も
そ
れ
を
使
っ
て
い
た
か
ら
窯

業
が
発
達
し
た
の
で
す
。
曲
げ
物
で
は

大
量
に
も
の
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
液
体
は
甕
で
す
が
、
甕
は
重
い

し
割
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
結
桶
に
代
わ

ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
技
術
的
な
問
題

（注）早桶
粗末な棺桶のこと。死者が出たとき、
間に合わせにつくることからそう呼ぶ。

『職人歌合画本（ショクニン ウタアワセ エホン）』（伴信友 写、天保9［1838］）より「結をけ（桶）師」。かつて桶は生活道具だけで
なく、農業や漁業、鉱工業などの産業を支える道具でもあった（国立国会図書館蔵）

『農具便利論（ノウグ ベンリロン）』（大蔵永常 著、横川陶山 画、文政5［1822］)
より「水かき桶」。農夫が天秤棒で水かき桶をかつぎ、畑で水をまく。水かき桶の
底には穴が空いていて、そこから水が滴るようになっている（国立国会図書館蔵)

江戸時代の日本を支えた桶と樽
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と
社
会
経
済
的
な
問
題
の
二
つ
が
あ
っ

た
の
で
す
。

　

も
の
が
発
展
し
て
い
く
過
程
に
は
、

必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
技
術
的
な
問

題
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
木

工
技
術
と
し
て
は
曲
げ
物
も
結
物
も
基

本
的
に
は
同
じ
で
す
。
木
材
を
縦
に
切

っ
て
板
材
を
つ
く
る
場
合
、
木
口
に
鉈な
た

で
衝
撃
を
与
え
て
木
の
導
管
に
沿
っ
て

割
り
裂
い
て
い
く
「
打う
ち
わ
り割
法
」
が
用
い

ら
れ
ま
す
。
細
か
な
点
で
は
多
少
異
な

る
も
の
の
、
技
術
と
し
て
は
ほ
ぼ
共
通

で
す
か
ら
、
結
桶
が
広
ま
ら
な
か
っ
た

の
は
技
術
的
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

15
世
紀
以
降
に
普
及
す
る
の
は
、
流

通
が
盛
ん
に
な
る
と
い
う
社
会
経
済
的

な
変
化
で
し
た
。
室
町
時
代
終
わ
り
か

ら
戦
国
期
、
江
戸
時
代
に
か
け
て
全
国

的
に
商
品
流
通
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。

戦
国
大
名
は
自
身
の
領
地
を
守
る
た
め
、

そ
の
土
地
を
経
済
的
に
発
展
さ
せ
て
武

器
を
用
意
す
る
た
め
、
木
工
品
や
織
物

な
ど
名
産
品
の
開
発
や
製
造
を
推
奨
し

ま
す
。
塩
漬
け
の
魚
な
ど
筵む
し
ろで
包
め
ば

よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の

も
増
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
大

量
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
結
桶
が
必

要
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
カ
ギ
が
酒
造
業

の
発
展
で
す
。
江
戸
と
い
う
一
大
消
費

都
市
が
出
現
し
て
、
先
進
地
の
関
西
地

方
か
ら
多
様
な
物
資
が
膨
大
な
量
、
海

上
輸
送
で
江
戸
に
運
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
最
大
は
酒
で
す
。
酒
の
輸

送
に
も
甕
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

甕
で
は
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
樽
に
代

わ
っ
た
の
で
す
。
桶
の
蓋
が
固
定
さ
れ

て
い
る
の
が
樽
で
す
。
今
で
も
こ
も
か

ぶ
り
と
呼
ば
れ
る
酒
樽
が
残
っ
て
い
ま

す
が
、
樽
を
こ
も
で
巻
け
ば
転
が
せ
ま

す
し
、
パ
ッ
キ
ン
グ
に
も
な
り
ま
す
。

　

そ
の
う
え
、
酒
を
関
西
か
ら
江
戸
ま

で
運
ぶ
間
に
杉
材
の
香
り
が
酒
に
移
る

木き

が香
に
よ
っ
て
味
が
ま
ろ
や
か
に
な
る

と
好
ま
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
商
品
流

通
の
発
達
が
結
桶
と
結
樽
の
発
展
を
促

し
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
結
桶
と
結
樽
の
普
及
に

よ
っ
て
16
世
紀
後
半
か
ら
17
世
紀
に
か

け
て
大
甕
は
衰
退
し
ま
す
が
、
一
部
の

窯
業
産
地
は
茶ち
ゃ
と
う陶

へ
と
狙
い
を
変
え
ま

す
。
ま
た
曲
げ
物
は
弁
当
箱
な
ど
の
実

用
的
な
方
向
に
進
み
、
用
途
の
範
囲
は

グ
ッ
と
狭
ま
り
ま
し
た
。

無
駄
の
な
い
江
戸
時
代
の

桶
と
樽
循
環
シ
ス
テ
ム　

　

い
っ
た
ん
広
ま
る
と
、
桶
と
樽
は
暮

ら
し
の
な
か
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
醸

造
業
、
農
業
、
漁
業
、
鉱
工
業
な
ど
あ

ら
ゆ
る
産
業
で
使
わ
れ
ま
し
た
。
早
桶

と
い
っ
て
棺
も
桶
で
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
円
筒
形
だ
け
で
な
く
さ

ま
ざ
ま
な
形
が
現
れ
ま
す
。
例
え
ば
、

佐
賀
平
野
に
は
ク
リ
ー
ク
と
呼
ば
れ
る

水
路
の
底
に
溜
ま
っ
た
泥
土
を
田
ん
ぼ

に
引
き
上
げ
て
肥
料
に
用
い
る
「
ご
み

く
い
」
と
い
う
伝
統
農
法
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
た
め
に
歪
ん
だ
桶
「
ご
み
く

い
お
け
」
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
鉱
山
で
も
水
を
汲
み
だ
す
た

め
に
桶
は
必
須
の
道
具
で
し
た
。
特
に

佐
渡
金
銀
山
で
は
地
下
水
を
汲
み
上
げ

る
た
め
に
、
桶
の
技
術
を
応
用
し
た
水す
い

上じ
ょ
う
り
ん

輪
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
の

ち
に
川
の
水
を
水
田
に
上
げ
る
た
め
に

も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。（『
水
の
文
化
』
61
号

ｐ
12
参
照
）

　

ま
た
、
桶
と
樽
の
優
れ
た
点
は
、
そ

れ
自
体
が
一
つ
の
大
き
な
産
業
だ
っ
た

こ
と
で
す
。
材
料
と
な
る
杉
を
山
か
ら

出
す
と
き
は
「
樽た
る
ま
る丸

」
と
い
っ
て
あ
る

程
度
の
長
さ
で
伐
り
出
せ
た
の
で
運
び

や
す
か
っ
た
。
そ
れ
に
桶
と
樽
は
修
理

が
で
き
ま
す
か
ら
、
ど
こ
の
村
に
も
桶

職
人
が
何
人
も
い
ま
し
た
。
農
家
や
漁

家
は
桶
を
た
く
さ
ん
使
い
ま
す
の
で
い

く
つ
も
壊
れ
ま
す
が
、
桶
職
人
が
傷
ん

だ
と
こ
ろ
を
直
し
て
く
れ
る
の
で
長
く

使
え
ま
す
。
ま
た
、
桶
に
も
樽
に
も
漆

を
塗
っ
た
上
等
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た

か
ら
、
桶
職
人
の
な
か
で
も
役
割
分
担

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

樽
の
場
合
は
空
き
樽
を
専
門
に
扱
う

「
空
き
樽
問
屋
」
も
あ
り
ま
し
た
。
空

佐賀平野の泥土引き上げで使われた「ごみくいおけ」。2本の綱を二方向から引っ
張って引き上げる。より多くすくえるように歪んだ形をしている（提供：佐賀県農業試
験研究センター）

田植え前に用水堀の浚渫と泥土の肥料化を図る「ごみくい」の風景。丸太を組んだ
二つの足場の上から「ごみくいおけ」を投げ入れ、田に汲み上げた（提供：佐賀県農
業試験研究センター）

水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り
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き
樽
問
屋
は
大
規
模
な
も
の
で
、
江
戸

時
代
に
は
使
わ
な
く
な
っ
た
樽
を
拾
っ

て
は
問
屋
に
持
ち
込
む
「
樽
拾
い
」
と

い
う
商
売
が
あ
っ
た
く
ら
い
で
す
。
酒

の
樽
が
し
ょ
う
ゆ
の
樽
と
し
て
再
利
用

さ
れ
る
な
ど
、
無
駄
の
な
い
循
環
シ
ス

テ
ム
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
日
本
ほ
ど
桶
と
樽
が
発
達
し

た
国
は
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
は
ウ
イ
ス
キ
ー
を
オ
ー
ク
樽
で
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
が
、
木
の
産
地
は
主

に
ア
ル
プ
ス
の
北
方
で
、
日
本
ほ
ど
に

は
恵
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本

は
雨
が
多
い
し
気
候
も
温
暖
な
の
で
、

特
に
杉
や
檜
と
い
っ
た
桶
に
適
し
た
木

が
よ
く
育
つ
。
そ
う
い
う
自
然
条
件
に

加
え
て
、
あ
る
一
つ
の
も
の
に
対
し
て

改
良
を
重
ね
て
い
く
日
本
人
独
特
の
も

の
づ
く
り
の
気
質
が
、
桶
と
樽
に
適
し

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

後
戻
り
は
で
き
な
く
て
も

残
し
て
お
き
た
い
も
の

　

と
こ
ろ
が
明
治
時
代
に
ガ
ラ
ス
瓶
な

ど
が
入
っ
て
く
る
と
、
桶
と
樽
は
徐
々

に
置
き
換
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
か
つ
て

の
よ
う
に
、
近
所
に
味
噌
屋
や
し
ょ
う

ゆ
屋
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
が
そ
こ
に
買

い
に
行
っ
た
時
代
な
ら
桶
や
樽
で
よ
か

っ
た
の
で
す
が
、
日
本
が
工
場
制
機
械

工
業
に
シ
フ
ト
し
、
酒
や
し
ょ
う
ゆ
が

瓶
詰
め
で
出
荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

桶
や
樽
は
衰
退
し
ま
す
。

　

ま
た
、
家
庭
に
目
を
転
じ
る
と
、
金

属
製
の
洗
い
桶
「
金か
な
だ
ら
い盥」
が
出
て
き
ま

す
。
桶
に
比
べ
る
と
丈
夫
だ
し
ぬ
る
ぬ

る
も
し
な
い
。
ブ
リ
キ
の
バ
ケ
ツ
も
そ

う
で
す
。
こ
う
し
た
金
属
の
方
が
軽
い

し
扱
い
が
便
利
な
の
で
ど
ん
ど
ん
切
り

替
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
昭
和
30
年
代
ま
で
は
桶
も

残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

を
は
じ
め
と
す
る
合
成
樹
脂
が
登
場
す

る
と
完
全
に
切
り
替
わ
り
ま
し
た
。
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
は
い
く
つ
か
の
問
題
は
あ

り
ま
す
が
、
使
う
側
か
ら
い
え
ば
軽
い

し
、
金
属
ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
丈
夫

な
う
え
比
較
的
安
価
で
す
か
ら
ね
。

　

そ
し
て
今
、
液
体
を
入
れ
る
容
器
と

し
て
は
な
ん
と
い
っ
て
も
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
で
し
ょ
う
。
軽
い
う
え
に
持
っ
て
歩

く
際
に
も
危
な
く
な
い
で
す
か
ら
。

　

こ
う
し
た
新
し
い
素
材
の
工
業
製
品

が
生
ま
れ
て
、
桶
と
樽
の
時
代
は
終
焉

を
迎
え
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
桶
と
樽

を
今
も
使
い
つ
づ
け
て
い
た
ら
、
地
球

温
暖
化
な
ど
気
に
し
な
い
で
済
ん
だ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
で
よ
く
育
つ
杉

や
檜
な
ど
針
葉
樹
だ
か
ら
こ
そ
原
始
的

な
方
法
で
割
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

も
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
で
、
当
時
は
需
要

も
エ
ン
ド
レ
ス
で
し
た
か
ら
仕
事
が
途

切
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
が
桶
と
樽
を
調
べ
は
じ
め
た
こ
ろ
、

佐
渡
に
行
く
と
生
活
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が

桶
で
し
た
。
今
も
た
ら
い
舟
が
残
っ
て

い
ま
す
が
、
あ
れ
も
桶
の
応
用
で
す
ね
。

　

と
は
い
え
、
今
か
ら
桶
と
樽
に
戻
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の

時
代
の
必
要
性
お
よ
び
そ
の
時
代
に
あ

る
技
術
が
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
の

で
す
。
合
成
樹
脂
は
原
料
が
石
油
と
い

う
点
は
気
が
か
り
で
す
が
、
人
間
が
発

明
し
た
大
変
賢
い
技
術
で
す
。

　

し
か
し
今
、
あ
え
て
望
む
な
ら
ば
、

か
つ
て
集
落
単
位
で
桶
職
人
が
活
躍
し

て
い
た
よ
う
に
、
今
後
は
地
域
に
根
づ

い
て
、
小
さ
な
規
模
で
も
で
き
る
手
仕

事
が
残
る
よ
う
に
し
て
お
く
べ
き
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ニ
ー
ト
や
中
高
年
の
引
き
こ
も
り
が

問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
彼
女

ら
は
会
社
な
ど
の
組
織
に
入
り
そ
の
一

員
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
苦
手
な
タ

イ
プ
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実

は
そ
う
い
う
人
は
昔
か
ら
い
た
け
れ
ど
、

手
に
職
を
つ
け
て
独
立
し
た
り
、
小
さ

な
店
を
出
し
た
り
し
て
ど
う
に
か
生
き

て
き
た
。
そ
れ
が
今
は
全
員
が
一
つ
の

方
向
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
生
き
づ

ら
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

桶
と
樽
の
歴
史
と
現
在
の
社
会
情
勢
を

す
り
合
わ
せ
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
も
考

え
て
し
ま
い
ま
す
。

（
２
０
１
９
年
９
月
11
日
取
材
）

江戸時代の日本を支えた桶と樽

【概論】

かつて北前船で用いられた「水樽（みずだる）」。航海中の水は貴重なため、船乗り
は個々に小型の水樽も携えていたという（佐渡国小木民俗博物館蔵）

長細い水上輪（上段）とさまざまな大きさの桶類。いずれもかつて佐渡で用いられた
もの。水上輪は佐渡金銀山で開発されたが、その後は農業でも使われた（佐渡国小
木民俗博物館蔵）
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「
し
ょ
う
ゆ
屋
が
桶
つ
くった
ら

お
も
ろ
い
な
あ
…
…
」

　

し
ょ
う
ゆ
を
つ
く
っ
て
く
れ
る
乳
酸

菌
や
酵
母
菌
は
、
も
ち
ろ
ん
肉
眼
で
見

え
な
い
。
だ
が
小
豆
島
の
ヤ
マ
ロ
ク
醤

油
の
も
ろ
み
（
注
）
蔵
に
入
る
と
、
菌

が
成
長
し
た
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
杉
材
の
巨
大
な
木
桶
に
こ
び
り

つ
い
た
、
お
び
た
だ
し
い
量
の
菌
糸
体
。

最
古
で
１
５
０
年
も
経
た
木
桶
の
み
な

ら
ず
、
蔵
の
至
る
と
こ
ろ
に
１
０
０
種

類
以
上
の
微
生
物
が
棲
み
つ
い
て
い
る
。

２
年
～
４
年
半
か
け
木
桶
で
発
酵
熟
成

さ
せ
た
「
菊き
く
び
し
お醤」「

鶴つ
る
び
し
お醤」

の
深
い
う
ま

み
は
、
長
い
時
を
か
け
て
こ
の
蔵
特
有

の
生
態
系
を
形
づ
く
っ
た
微
生
物
の
お

か
げ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
醸
造
家
の
仕
事
と
は
、
乳
酸
菌
や
酵

母
菌
が
暮
ら
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て

あ
げ
る
こ
と
」。
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
五
代

目
、
山
本
康
夫
さ
ん
は
言
い
き
る
。
ヤ

マ
ロ
ク
醤
油
独
特
の
味
を
つ
く
る
微
生

物
は
、
土
壁
と
木
の
柱
、
そ
し
て
木
桶

か
ら
な
る
こ
の
蔵
の
環
境
に
適
応
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
２
０
０
９
年
（
平
成

21
）、
生
産
量
が
増
え
て
木
桶
が
足
り

な
く
な
っ
た
。
大
人
の
背
丈
よ
り
高
い

32
石
（
約
６
０
０
０
Ｌ
）
の
大
型
木
桶
を
つ

く
れ
る
の
は
大
阪
の
藤
井
製
桶
所
し
か

な
い
。
山
本
さ
ん
は
借
金
し
て
組
み
直

【木桶】

（注）もろみ
原料と麹、水、酵母を発酵させて、まだ粕（かす）
を濾（こ）していないかゆ状の酒、またはしょうゆ。

大きな木桶がひしめくヤマロク醤油のもろみ蔵。100種類以上にのぼる乳酸菌や酵母菌が棲みつく蔵を見ようと、1年間で3万人以上が訪れる

水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り

しょうゆ蔵の  宝を引き継ぐ木桶たち
瀬戸内海に浮かぶ小豆島。人口２万７０００人ほどのこの島では
しょうゆ製造が盛んで約400年もの歴史をもち、さらに今も木桶
が数多く使われている。しかし、大型の木桶をつくる職人は全国
的に見ても消滅寸前。「このままでは木桶の伝統が途絶えてしま
う」と危機感を抱き、木桶を自らつくる事業者がいる。木桶づくり
の現在と未来への展望を追った。
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し
３
本
と
新
桶
９
本
を
発
注
し
た
。
そ

の
と
き
同
製
桶
所
の
上う
え
し
ば芝
雄た

け

史し

さ
ん
か

ら
「
新
桶
の
発
注
が
し
ょ
う
ゆ
屋
か
ら

来
た
の
は
戦
後
初
め
て
」
と
言
わ
れ
た
。

納
品
時
に
は
「
い
つ
ま
で
桶
づ
く
り
で

き
る
か
わ
か
ら
ん
で
。
自
分
の
桶
は
自

分
で
直
し
」
と
も
言
わ
れ
た
。

　

昔
な
が
ら
の
木
桶
が
な
く
な
れ
ば
当

然
味
は
変
わ
る
し
、
製
法
も
見
直
さ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
山
本
さ
ん
は
「
ま

て
よ
…
…
」
と
発
想
を
変
え
た
。「
私
の

判
断
基
準
は
、
お
も
ろ
い
か
、
お
も
ろ

な
い
か
。
ち
ょ
っ
と
し
ん
ど
く
て
も
、

自
分
が
や
っ
て
て
楽
し
け
れ
ば
長
続
き

し
ま
す
。
し
ょ
う
ゆ
屋
が
桶
つ
く
っ
た

ら
お
も
ろ
い
な
あ
…
…
と
思
っ
て
」

　

同
級
生
と
後
輩
の
大
工
２
人
に
声
を

か
け
た
。
ま
た
融
資
を
受
け
発
注
し
た

新
桶
３
本
を
使
い
、
２
０
１
２
年
（
平
成

24
）１
月
に
製
造
法
を
習
っ
た
。
多
忙
な

３
人
の
日
程
が
合
い
直
に
教
え
を
請
え

た
の
は
わ
ず
か
２
日
半
。「
上
芝
さ
ん

が
ポ
ロ
っ
と
『
い
ろ
ん
な
と
こ
へ
自
分

で
直
せ
よ
と
言
っ
た
け
ど
真
に
受
け
て

来
た
の
は
あ
ん
た
だ
け
や
』
と
洩
ら
し

ま
し
た
」
と
山
本
さ
ん
は
笑
う
。

　

大
工
の
１
人
は
研
究
熱
心
。
も
う
１

人
は
セ
ン
ス
が
あ
る
。「
人
生
初
か
ん

な
」
の
山
本
さ
ん
は
で
き
な
い
悔
し
さ

が
に
じ
み
出
て
い
る
か
ら
桶
は
つ
く
れ

る
￨
上
芝
さ
ん
の
弟
に
そ
ん
な
お
墨

つ
き
を
も
ら
っ
た
。「
３
人
の
バ
ラ
ン
ス

しょうゆ蔵の宝を引き継ぐ木桶たち

小豆島
ヤマロク醤油

草壁港●
●
醤の郷

大きな木桶がひしめくヤマロク醤油のもろみ蔵。100種類以上にのぼる乳酸菌や酵母菌が棲みつく蔵を見ようと、1年間で3万人以上が訪れる

もろみ蔵にはそこかしこに菌がびっしり棲みついている

しょうゆ蔵の  宝を引き継ぐ木桶たち
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が
よ
か
っ
た
ん
で
す
ね
」
と
山
本
さ
ん
。

　

竹
た
が
編
み
、
漏
れ
防
止
、
数
十
年

後
の
破
損
を
見
越
し
た
底
板
の
工
夫
な

ど
試
行
錯
誤
を
重
ね
、
２
０
１
３
年

（
平
成
25
）
９
月
、
新
桶
は
完
成
し
た
。

大
工
に
と
っ
て
も
桶
づ
く
り
は
職
人
冥

利
に
尽
き
た
。
あ
ら
ゆ
る
手
仕
事
が
必

要
で
知
恵
を
絞
る
余
地
が
多
い
か
ら
だ
。

「
桶
屋
の
技
術
に
大
工
の
技
術
を
入
れ

た
ら
精
度
が
上
が
る
は
ず
」
と
の
山
本

さ
ん
の
見
込
み
は
的
を
射
て
い
た
。

　

杉
と
竹
を
使
っ
て
大
型
化
す
る
日
本

な
ら
で
は
の
木
桶
づ
く
り
の
技
術
を
絶

や
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
木
桶
を
軸

と
し
た
こ
の
蔵
な
ら
で
は
の
製
法
と
味

を
子
や
孫
の
代
に
受
け
継
ぎ
た
い
―
。

「
し
ょ
う
ゆ
屋
が
桶
つ
く
っ
た
ら
お
も

ろ
い
…
…
」
と
冗
談
め
か
し
て
語
る
裏

に
は
そ
う
し
た
壮
大
な
決
意
が
あ
っ
た
。

木
桶
仕
込
み
な
ら
で
は
の

う
ま
み
を
追
求

　

山
本
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
ヤ
マ
ロ
ク
醤

油
が
昔
な
が
ら
の
製
法
を
守
れ
た
要
因

は
「
タ
ン
ク
を
買
う
お
金
も
、
協
業
化

す
る
出
資
金
も
な
か
っ
た
お
か
げ
」。

戦
前
ま
で
一
升
瓶
の
し
ょ
う
ゆ
は
男
性

の
散
髪
代
と
同
じ
値
段
で
、
稼
げ
る
商

売
だ
っ
た
。
ヤ
マ
ロ
ク
が
下
請
け
の
も

ろ
み
屋
か
ら
し
ょ
う
ゆ
屋
に
転
業
し
た

の
は
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）。
と
こ
ろ

が
戦
後
は
工
業
化
が
進
み
し
ょ
う
ゆ
も

大
量
生
産
さ
れ
、
価
格
が
下
が
っ
た
。

「
儲
か
っ
た
の
は
数
年
だ
け
」
と
山
本

さ
ん
。
１
９
６
３
年
（
昭
和
38
）
に
は
中

小
企
業
近
代
化
促
進
法
が
施
行
さ
れ
、

し
ょ
う
ゆ
蔵
の
協
業
化
が
進
ん
だ
が
、

ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
は
資
金
が
乏
し
く
、
結

果
的
に
木
桶
仕
込
み
が
残
っ
た
。

　

山
本
さ
ん
は
大
学
を
卒
業
す
る
と
き

「
儲
か
ら
な
い
の
で
家
業
は
継
が
な
く

て
い
い
」
と
父
親
に
言
わ
れ
、
地
元
の

佃
煮
メ
ー
カ
ー
で
営
業
に
携
わ
り
大
阪

と
東
京
に
転
勤
し
た
。
だ
が
手
間
を
か

け
た
商
品
を
売
り
込
ん
で
も
「
高
い
」

と
渋
ら
れ
る
こ
と
に
疑
問
や
苛
立
ち
を

感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
相
手
か
ら

「
売
ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
頼
ま
れ
る
―

そ
ん
な
商
売
が
で
き
な
い
か
。
ふ
と
気

が
つ
い
た
の
が
実
家
の
し
ょ
う
ゆ
屋
。

家
業
な
ら
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
29
歳
の
と
き
小
豆
島
に
帰
っ
た
が

「
決
算
書
を
見
て
失
敗
し
た
！ 
と
思
い

ま
し
た
。
家
族
が
食
べ
て
い
く
の
に
や

っ
と
。
こ
れ
は
無
理
や
と
」。

　

し
ょ
う
ゆ
は
木
桶
の
数
し
か
つ
く
れ

な
い
。
な
ら
ば
時
間
を
か
け
て
熟
成
さ

せ
た
木
桶
仕
込
み
な
ら
で
は
の
う
ま
み

と
い
う
価
値
を
強
調
し
、
単
価
を
上
げ

直
販
で
利
益
率
を
高
め
る
し
か
な
い
。

１
Ｌ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
サ
イ
ズ
を
や
め

１
４
５
ml
の
卓
上
瓶
サ
イ
ズ
に
変
え
た
。

メ
デ
ィ
ア
露
出
と
蔵
見
学
で
直
取
引
の

         

123木桶づくりの作業風景。編んだ
竹たがで側板を締め、底板にかんなを
かけるなど数多くの工程がある。「木桶
職人復活プロジェクト」には120名が
加入し、毎年少しずつ増えている（提
供：ヤマロク醤油株式会社） 4山本さ
んたちが初めてつくった木桶。3年ほど
前、材が乾いて上部にすきまができた
ものの、放っておいたら自然にふさがり、
そこに菌が棲みついた 5木の階段を
上って木桶の上に出る。日あたりや風
通しが異なるため、桶一つひとつで微
妙に味が違うという 6ヤマロク醤油の
五代目、山本康夫さん

12

5

3

4
6

水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り
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顧
客
リ
ス
ト
を
増
や
し
た
。

　

帰
郷
し
て
３
年
目
、
父
親
が
病
に
倒

れ
、
代
替
わ
り
し
た
。
そ
れ
を
機
に
、

付
加
価
値
の
高
い
木
桶
仕
込
み
の
し
ょ

う
ゆ
を
提
供
す
る
蔵
元
へ
と
大
き
く
舵

を
切
っ
た
。

結
果
は
わ
か
ら
な
い

次
代
へ
の
引
き
継
ぎ

　

孫
子
の
代
に
木
桶
仕
込
み
の
し
ょ
う

ゆ
を
残
そ
う
、
と
山
本
さ
ん
が
声
を
か

け
た
「
木
桶
職
人
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
に
今
、
全
国
の
20
近
い
蔵
元
が
参

加
し
て
い
る
。
毎
年
１
月
に
小
豆
島
に

集
ま
り
新
桶
づ
く
り
に
挑
む
。

「
木
桶
の
し
ょ
う
ゆ
の
シ
ェ
ア
は
わ
ず

か
１
％
。
そ
れ
を
奪
い
合
わ
ず
、
み
ん

な
で
２
％
に
増
や
そ
う
」
と
呼
び
か
け

た
。「
蔵
元
が
来
て
も
ら
え
ば
補
修
の
仕

方
も
伝
え
ま
す
。
す
る
と
自
前
で
修
繕

で
き
る
か
ら
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
が
下

が
り
、
空
い
て
い
た
桶
が
稼
働
す
る
。

消
費
者
は
木
桶
仕
込
み
の
し
ょ
う
ゆ
を

味
わ
う
機
会
が
増
え
ま
す
。
桶
が
足
り

な
く
な
れ
ば
新
桶
の
発
注
に
も
応
じ
る
。

そ
れ
で
職
人
を
育
成
で
き
技
術
が
残
り

ま
す
。
消
費
者
も
職
人
も
メ
ー
カ
ー
も 

『
三
方
よ
し
』
の
し
く
み
を
つ
く
り
た

い
」
と
山
本
さ
ん
は
言
う
。

　

視
野
は
海
外
へ
も
。
Ｅ
Ｕ
で
「
Ｋ
Ｉ

Ｏ
Ｋ
Ｅ
」
の
商
標
を
登
録
し
た
。
１
０

０
万
円
以
上
の
輸
送
費
を
払
い
２
０
１

５
年
（
平
成
27
）
の
ミ
ラ
ノ
万
博
会
場
周

辺
で
新
桶
を
展
示
し
、
閉
幕
後
は
食
科

学
大
学
に
置
い
て
も
ら
う
交
渉
を
し
た

と
こ
ろ
、
ピ
エ
モ
ン
テ
州
の
ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
醸
造
所
「
バ
ラ
デ
ン
」
の
テ

オ
・
ム
ッ
ソ
さ
ん
を
紹
介
さ
れ
た
。
テ

オ
さ
ん
は
世
界
中
か
ら
樽
を
集
め
る
樽

マ
ニ
ア
。「
ぜ
ひ
こ
の
木
桶
で
ビ
ー
ル
を

つ
く
り
た
い
」
と
話
が
き
た
。「
Ｋ
Ｉ
Ｏ

Ｋ
Ｅ
」
と
い
う
字
を
商
品
名
に
入
れ
る

こ
と
を
条
件
に
木
桶
を
進
呈
。
１
年
半

か
け
て
４
０
０
０
本
の
「
Ｘ
Ｙ
Ａ
Ｕ
Ｙ

Ｕ
（
シ
ャ
オ
ユ
） 

Ｋ
Ｉ
Ｏ
Ｋ
Ｅ
」
が
生
ま

れ
た
。
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
売
価
４
０

０
０
円
の
７
０
０
本
余
り
は
即
座
に
完

売
。
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
の
本
場
イ
タ
リ
ア

か
ら
情
報
が
広
が
り
話
題
を
呼
ん
だ
。

２
回
目
の
仕
込
み
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

２
０
１
９
年
（
令
和
１
）、
ヤ
マ
ロ
ク

醤
油
の
新
蔵
が
竣
工
。
木
桶
と
同
じ
吉

野
杉
と
檜
で
建
て
た
。「
今
か
ら
10
年
、

借
金
を
返
す
た
め
に
働
か
ね
ば
」
と
山

本
さ
ん
は
笑
う
。
７
本
の
新
桶
が
仕
込

み
を
待
つ
。「
隣
の
旧
蔵
の
浮
遊
菌
が
新

桶
に
う
っ
す
ら
付
着
す
る
の
に
５
年
。

旧
蔵
の
よ
う
に
な
る
の
は
１
０
０
年
か

か
る
。
私
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
山
本

さ
ん
は
清
々
し
い
目
を
し
た
。

　

木
桶
と
永
劫
の
時
が
醸
す
し
ょ
う
ゆ

は
、
未
来
へ
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

（
２
０
１
９
年
９
月
17
日
取
材
）

しょうゆ蔵の宝を引き継ぐ木桶たち

         

【木桶】

7高台（碁石山）から見た「醤の郷（ひしおのさと）」と草壁港。しょうゆや佃煮をつくる工場が軒を連
ね、歩くとしょうゆの香りが漂う。後背地にはしょうゆづくりに欠かせない水をもたらす山々がそびえる 
8ヤマロク醤油が木桶で製造する「菊醤」（右）と「鶴醤」（左） 9新蔵のなかに並んで仕込みを待
つ新しい木桶。1本の重さはおよそ500kg �島内で探し歩いて見つけた真竹で編んだ竹たが �側
板には吉野杉を使う。外圧に対して「しなる」強さがあるという �2019年に竣工した新蔵の外観
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大
血
川

荒
川

多摩川

利根川

秩父市

ベ
ン
チ
ャ
ー
ウ
イ
ス
キ
ー

秩
父
蒸
溜
所

東京
八王子

奥多摩

大宮

熊谷

大月たくさんの樽が並ぶベンチャーウイスキーの貯蔵庫。静かに
出荷のときを待っている

薫
り
高
き
ウ
イ
ス
キ
ー
を

熟
成
す
る
日
本
の
樽

【洋樽】

フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
で
、
日
本
製
の
ウ
イ
ス
キ
ー
が
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ

ウ
イ
ス
キ
ー
」
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
ウ
イ
ス
キ
ー
の
味
を
左
右
す
る
の
は
樽

だ
。
小
規
模
な
が
ら
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
ウ
イ
ス
キ
ー
と
し
て
世
界
に
名
を
は
せ
る
の
は
、

埼
玉
県
秩
父
市
に
蒸
留
所
を
構
え
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
ウ
イ
ス
キ
ー
。
２
０
０
４
年
に

設
立
し
た
こ
の
会
社
が
今
、
自
社
で
洋
樽
を
つ
く
る
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
て
い
る
。

14水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り



1自社のウイスキーをテイスティングするベンチャーウイスキー社長の肥土伊知郎さん 
2ベンチャーウイスキーの「イチローズモルト」。年間およそ25万本出荷しているが、品薄
　なのでバーでもなかなかお目にかかれない

ミ
ズ
ナ
ラ
樽
な
ら
で
は
の

オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
風
味

　

伽き
ゃ
ら羅

や
白び

ゃ
く
だ
ん檀な

ど
高
貴
な
お
香
を
想

わ
せ
る
芳
香
。
ま
ろ
や
か
な
口
あ
た
り

の
あ
と
、
喉
越
し
の
奥
か
ら
ほ
の
か
な

甘
み
さ
え
立
ち
の
ぼ
っ
て
く
る
︱
︱
。

　

類
い
ま
れ
な
味
わ
い
の
「
イ
チ
ロ
ー

ズ
モ
ル
ト 

ミ
ズ
ナ
ラ
ウ
ッ
ド
リ
ザ
ー

ブ
」
は
、
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
オ
ー
ク
と
呼

ば
れ
る
ミ
ズ
ナ
ラ
材
の
樽
で
瓶
詰
め
前

に
熟
成
さ
れ
た
ウ
イ
ス
キ
ー
だ
。
製
造

販
売
す
る
株
式
会
社
ベ
ン
チ
ャ
ー
ウ
イ

ス
キ
ー
秩
父
蒸
溜
所
の
社
長
、
肥あ
く
と土

伊い

知ち

郎ろ
う

さ
ん
は
「
さ
ん
ざ
ん
ウ
イ
ス
キ
ー

を
飲
ん
で
き
ま
し
た
が
、
初
め
て
ミ
ズ

ナ
ラ
樽
熟
成
の
ウ
イ
ス
キ
ー
を
口
に
し

た
と
き
は
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
オ
リ

エ
ン
タ
ル
な
フ
レ
ー
バ
ー
は
独
特
で
す
。

ぜ
ひ
ミ
ズ
ナ
ラ
樽
を
使
い
た
い
」
と
２

０
０
４
年
（
平
成
16
）
の
創
業
時
か
ら
考

え
て
い
た
。

　

ウ
イ
ス
キ
ー
は
大
麦
麦
芽
な
ど
の
で

ん
粉
を
糖
化
し
、
こ
れ
に
酵
母
を
加
え

て
発
酵
さ
せ
た
の
ち
、
蒸
留
し
て
木
の

樽
で
熟
成
さ
せ
て
つ
く
る
。
そ
の
味
を

左
右
す
る
の
は
熟
成
・
貯
蔵
で
用
い
る

樽
だ
。「
樽
熟
成
が
品
質
に
与
え
る
影
響

は
全
体
の
６
～
７
割
に
及
ぶ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
」
と
肥
土
さ
ん
。
樽
に
オ
ー

ク
材
が
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
、
タ
ン
ニ

ン
な
ど
の
成
分
が
溶
け
出
し
樽
酒
な
ら

で
は
の
香
味
が
生
ま
れ
る
か
ら
。
ま
た

オ
ー
ク
は
、
根
か
ら
水
分
を
運
ぶ
導
管

が
機
能
を
失
う
と
「
チ
ロ
ー
ズ
」
と
い

う
物
質
が
充
填
さ
れ
水
止
め
の
役
割
を

果
た
す
の
で
漏
れ
が
少
な
く
、
樽
材
に

適
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
ナ
ラ
類

で
も
ミ
ズ
ナ
ラ
に
は
チ
ロ
ー
ズ
が
発
生

せ
ず
、
そ
の
名
（
水
楢
）
の
と
お
り
水
分

を
吸
収
し
て
漏
れ
や
す
い
か
ら
、
樽
材

に
加
工
す
る
の
は
難
し
い
。

「
チ
ロ
ー
ズ
が
あ
れ
ば
ね
じ
れ
た
材
を

ノ
コ
ギ
リ
で
ま
っ
す
ぐ
に
引
い
て
導
管

を
切
断
し
て
も
平
気
で
す
が
、
ミ
ズ
ナ

ラ
で
そ
れ
を
す
る
と
、
樽
に
し
た
と
き

内
部
の
液
体
が
導
管
を
伝
っ
て
漏
れ
出

し
て
く
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
反
り
や
ね

じ
れ
の
な
い
通
直
材
を
選
ば
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
歩
留
ま
り

が
悪
く
高
価
な
樽
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
」
と
肥
土
さ
ん
。

　

ミ
ズ
ナ
ラ
材
は
北
海
道
で
買
い
付
け

る
。
通
直
材
は
現
地
の
製
材
所
で
加
工

す
る
が
、
反
り
や
ね
じ
れ
の
あ
る
材
は

秩
父
ま
で
運
び
自
前
で
製
材
し
て
い
る
。

ミ
ズ
ナ
ラ
樽
を
自
作
す
る
た
め
に
樽
工

場
を
新
設
し
た
の
が
２
０
１
３
年
。
廃

業
し
た
樽
メ
ー
カ
ー
の
設
備
を
買
い
取

り
、
そ
こ
の
社
長
に
樽
づ
く
り
の
指
導

を
受
け
た
。
巨
大
な
「
薪
割
り
機
」
ス

プ
リ
ッ
タ
ー
を
導
入
。
こ
れ
な
ら
繊
維

に
沿
っ
て
材
を
割
れ
る
の
で
導
管
を
切

ら
ず
、
反
り
や
ね
じ
れ
の
あ
る
材
で
も

漏
れ
の
少
な
い
樽
を
つ
く
れ
る
と
い
う
。

　

地
場
の
ミ
ズ
ナ
ラ
材
も
使
っ
て
い
る
。

埼
玉
県
の
秩
父
で
も
標
高
９
０
０
ｍ
以

上
の
山
に
は
ミ
ズ
ナ
ラ
の
群
生
林
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
登
山
が
趣
味
の

肥
土
さ
ん
は
自
ら
２
年
ほ
ど
か
け
て
ミ

ズ
ナ
ラ
が
生
え
て
い
そ
う
な
と
こ
ろ
を

８
割
以
上
は
山
歩
き
し
て
見
つ
け
た
。

２
０
１
８
年
に
許
可
を
得
て
ミ
ズ
ナ
ラ

を
８
本
伐
採
し
、
地
場
産
の
ミ
ズ
ナ
ラ

樽
を
10
個
つ
く
っ
た
。「
思
い
の
ほ
か
よ

い
材
で
し
た
」
と
肥
土
さ
ん
は
言
う
。

見
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た

二
十
歳
目
前
の
子
ど
も
た
ち

　

肥
土
家
は
江
戸
時
代
か
ら
の
造
り
酒

屋
で
、
ウ
イ
ス
キ
ー
も
１
９
８
０
年
代

に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
式
の
蒸
留
設
備
を

導
入
し
、
シ
ン
グ
ル
モ
ル
ト
（
大
麦
麦
芽

の
み
を
原
料
と
し
単
一
の
蒸
留
所
で
製
造
）
を
つ

く
っ
た
。
肥
土
さ
ん
は
大
学
で
醸
造
学

を
修
め
酒
造
会
社
に
就
職
し
た
が
、
経

営
状
態
が
思
わ
し
く
な
い
の
で
手
伝
っ

て
ほ
し
い
と
父
親
に
懇
願
さ
れ
１
９
９

５
年
（
平
成
７
）
に
家
業
へ
。
自
社
の
ウ

イ
ス
キ
ー
を
飲
ん
で
み
る
と
個
性
豊
か

な
シ
ン
グ
ル
モ
ル
ト
が
出
来
上
が
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
当
時
は
水
割
り
に
し

て
飲
み
や
す
い
ウ
イ
ス
キ
ー
が
好
ま
れ

て
お
り
、
社
員
自
身
が
「
ウ
チ
の
は
飲

2 1
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ベンチャーウイスキーの発酵槽。およそ4日間でもろみが出来上がる。全部
で8基あるがすべて木製で、材はミズナラ。いずれも日本木槽木管株式会社
（ｐ22-25）が製作したもの

み
づ
ら
い
」
と
こ
ぼ
し
て
い
た
。

　

今
で
こ
そ
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
ウ
イ
ス
キ

ー
は
世
界
の
５
大
ウ
イ
ス
キ
ー
の
一
つ

と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
ウ
イ
ス
キ
ー
の

国
内
市
場
は
１
９
８
５
年
（
昭
和
60
）
を

ピ
ー
ク
に
２
０
０
７
年
ま
で
右
肩
下
が

り
。
し
か
し
、
バ
ー
に
行
け
ば
老
若
男

女
が
目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
シ
ョ
ッ
ト
グ

ラ
ス
で
飲
み
比
べ
て
い
る
。「
愛
好
家
に

飲
ま
れ
る
も
の
を
つ
く
れ
ば
可
能
性
は

あ
る
」
と
肥
土
さ
ん
は
考
え
た
。

　

だ
が
家
業
の
経
営
状
態
は
悪
化
し
、

民
事
再
生
法
を
申
し
立
て
、
２
０
０
４

年
に
は
人
手
に
渡
る
。
新
オ
ー
ナ
ー
は

ウ
イ
ス
キ
ー
に
興
味
が
な
か
っ
た
。

「
約
４
０
０
樽
、
引
き
取
り
手
が
な
け

れ
ば
廃
棄
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た

が
、
な
か
に
は
20
年
近
く
熟
成
し
て
い

た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
二
十
歳
目
前
の

子
ど
も
た
ち
を
見
捨
て
る
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。
幸
い
、
福
島
県
郡
山
市
の

酒
造
メ
ー
カ
ー
さ
ん
が
『
そ
ん
な
貴
重

な
も
の
を
廃
棄
す
る
の
は
業
界
の
損
失

だ
』
と
預
か
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で

す
」
と
肥
土
さ
ん
は
振
り
返
る
。

　

そ
の
原
酒
を
も
と
に
ベ
ン
チ
ャ
ー
ウ

イ
ス
キ
ー
を
創
立
、「Ichiro's M

alt

」

（
イ
チ
ロ
ー
ズ
モ
ル
ト
）
の
ブ
ラ
ン
ド
名
で
売

り
出
し
た
。
２
年
か
け
て
全
国
の
バ
ー

を
延
べ
２
０
０
０
軒
近
く
回
り
、
バ
ー

テ
ン
ダ
ー
を
通
じ
て
評
価
を
得
て
、
口

コ
ミ
で
フ
ァ
ン
を
増
や
し
て
い
っ
た
。

「
３
年
以
上
熟
成
さ
せ
る
ウ
イ
ス
キ
ー

は
今
つ
く
っ
た
も
の
を
未
来
の
財
産
と

し
て
残
す
商
売
で
す
。
売
る
以
上
は
つ

く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
蒸
留
所
を

立
ち
上
げ
る
の
は
必
然
」
と
肥
土
さ
ん

は
ウ
イ
ス
キ
ー
製
造
の
認
可
を
取
得
。

故
郷
の
秩
父
で
土
地
を
探
し
、
仕
込
み

水
と
し
て
荒
川
水
系
・
大お
お

血ち

川が
わ

源
流
の

良
質
な
軟
水
を
得
ら
れ
る
場
所
に
秩
父

蒸
留
所
を
設
立
、
２
０
０
８
年
２
月
に

稼
働
し
た
。
折
し
も
ハ
イ
ボ
ー
ル
の
ブ

ー
ム
で
ウ
イ
ス
キ
ー
市
場
は
回
復
基
調

へ
。
イ
チ
ロ
ー
ズ
モ
ル
ト
は
全
国
の
愛

好
家
に
支
持
を
広
げ
、「
ワ
ー
ル
ド
ウ
イ

ス
キ
ー
ア
ワ
ー
ド
」
な
ど
の
受
賞
も
重

ね
、
十
余
年
足
ら
ず
で
世
界
に
名
を
馳

せ
る
ブ
ラ
ン
ド
に
な
っ
た
。

１
０
０
％
ミ
ズ
ナ
ラ
樽
で

熟
成
さ
せ
た
ウ
イ
ス
キ
ー
を

　

２
０
１
９
年
７
月
か
ら
操
業
し
て
い

る
秩
父
の
第
二
蒸
留
所
。
樽
工
場
で
は

ミ
ズ
ナ
ラ
樽
の
自
作
、
修
理
、
そ
し
て

バ
ー
ボ
ン
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
主
原
料
と
す
る
ア

メ
リ
カ
産
の
蒸
留
酒
）
の
空
き
樽
（
約
２
０
０

Ｌ
）
を
組
み
直
し
て
胴
径
を
大
き
く
し

た
樽
「
ホ
グ
ス
ヘ
ッ
ド
」（
約
２
５
０
Ｌ
）

の
製
作
な
ど
を
行
な
う
。

「
バ
ー
ボ
ン
に
は
『
新
樽
し
か
使
え
な

い
』
と
い
う
定
義
が
あ
り
、
１
回
使
用

し
た
ら
廃
棄
す
る
の
で
、
そ
れ
を
引
き

取
っ
て
バ
ラ
し
て
組
み
直
す
の
で
す
。

１
回
使
っ
て
い
る
の
で
木
の
え
ぐ
み
が

消
え
て
熟
成
に
向
い
て
い
る
の
で
す
」

と
説
明
す
る
の
は
四
人
い
る
ク
ー
パ
ー

（
樽
職
人
）
の
一
人
で
あ
る
永
江
健
太
さ

ん
。
鹿
児
島
に
あ
る
焼
酎
メ
ー
カ
ー
の

樽
工
房
で
10
年
ほ
ど
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を

担
当
し
て
い
た
が
、
新
樽
を
つ
く
る
工

場
が
建
つ
と
聞
き
、「
樽
職
人
と
し
て
成

長
す
る
た
め
」
に
２
０
１
５
年
に
秩
父

へ
。
そ
の
後
、
定
年
を
迎
え
た
前
の
職

場
の
上
司
に
声
を
か
け
、
今
ま
た
一
緒

に
働
い
て
い
る
。

「
一
か
ら
樽
づ
く
り
を
す
る
の
で
や
り

が
い
が
あ
り
ま
す
ね
。『
こ
う
い
う
樽
が

ほ
し
い
』
と
な
っ
た
と
き
に
自
分
た
ち

で
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
大
き

な
強
み
だ
と
思
い
ま
す
」

　

樽
の
真
ん
中
が
膨
ら
ん
で
い
る
の
は
、

転
が
し
や
す
く
す
る
た
め
、
そ
し
て
熟

成
で
横
向
き
に
積
ん
だ
と
き
に
も
強
度

を
保
つ
た
め
だ
が
、
樽
は
貯
蔵
庫
で
乾

燥
と
収
縮
を
繰
り
返
す
た
め
、
徐
々
に

た
が
が
緩
ん
で
く
る
。「
た
が
の
締
め
直

し
は
勘
で
す
。
締
め
が
ゆ
る
け
れ
ば
漏

れ
る
し
、
や
り
す
ぎ
る
と
割
れ
て
し
ま

い
ま
す
」
と
笑
う
永
江
さ
ん
に
、
な
ぜ

樽
の
内
側
を
焼
く
の
か
と
尋
ね
た
。

「
焼
か
な
く
て
も
樽
と
し
て
は
機
能
す

る
の
で
す
が
、
焼
く
こ
と
で
樽
の
内
部

の
木
の
成
分
が
変
わ
る
ん
で
す
ね
。
焼

き
具
合
が
甘
い
と
生
木
の
香
り
が
強
く
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3新設した第三、第四、第五貯蔵庫 4樽工
場では4人のクーパーが日々樽をつくりつづ
けている 5漏れがあった材を集めて再度組
み直した樽。どうすれば漏れないのか、漏れ
が止まるのかを探究する 6ミズナラの樽と
クーパーの永江健太さん。永江さんは鹿児島
の焼酎メーカーからの転身。自分たちの手で
一から樽をつくれる今の環境は楽しいと話す 
7スプリッターマシンで割って成形したミズナ
ラの材。3年ほど乾燥させてから樽に用いる

な
り
ま
す
。
ま
た
、
焼
く
と
炭
化
し
て

表
面
積
が
増
え
ま
す
の
で
、
木
の
よ
り

内
側
に
液
体
が
し
み
込
む
と
い
う
意
味

合
い
も
あ
り
ま
す
」

　

さ
ら
に
永
江
さ
ん
は
「
ミ
ズ
ナ
ラ
の

原
木
っ
て
、
ま
だ
水
分
を
含
ん
で
い
る

丸
太
の
と
き
に
、
メ
ロ
ン
の
よ
う
な
甘

い
匂
い
が
す
る
ん
で
す
よ
」
と
教
え
て

く
れ
た
。「
イ
チ
ロ
ー
ズ
モ
ル
ト 

ミ
ズ

ナ
ラ
ウ
ッ
ド
リ
ザ
ー
ブ
」
の
ほ
ん
の
り

立
ち
の
ぼ
る
甘
い
香
り
は
、
や
は
り
ミ

ズ
ナ
ラ
樽
の
た
ま
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

「
ミ
ズ
ナ
ラ
の
こ
と
を
も
っ
と
知
ら
な

い
と
い
け
な
い
し
、
組
み
上
げ
て
か
ら

漏
れ
チ
ェ
ッ
ク
を
し
、
材
を
取
り
替
え

な
く
て
も
、
絶
対
に
漏
れ
な
い
ミ
ズ
ナ

ラ
樽
を
一
発
で
つ
く
り
た
い
」
と
永
江

さ
ん
は
思
い
入
れ
を
語
っ
た
。

　

肥
土
さ
ん
は
「
今
は
熟
成
の
後
期
に

ミ
ズ
ナ
ラ
樽
に
移
し
替
え
、
最
終
的
に

ミ
ズ
ナ
ラ
の
マ
リ
ッ
ジ
（
ブ
レ
ン
ド
）
タ

ン
ク
で
な
じ
ま
せ
る
と
い
う
工
程
を
経

て
い
ま
す
が
、
将
来
は
１
０
０
％
ミ
ズ

ナ
ラ
樽
で
熟
成
し
た
商
品
を
出
し
た
い
。

毎
年
ど
ん
ど
ん
ミ
ズ
ナ
ラ
樽
を
投
入
し

て
い
き
ま
す
」
と
意
気
込
む
。

　

日
本
の
ウ
イ
ス
キ
ー
だ
か
ら
こ
そ
国

産
の
ミ
ズ
ナ
ラ
樽
で
完
全
熟
成
を
目
指

し
、
世
界
に
類
の
な
い
フ
レ
ー
バ
ー
を

極
め
た
い
。
イ
チ
ロ
ー
ズ
モ
ル
ト
の
挑

戦
に
は
そ
ん
な
矜
持
が
み
て
と
れ
る
。

（
２
０
１
９
年
９
月
12
日
取
材
）

【洋樽】

34

5

67

17 薫り高きウイスキーを熟成する日本の樽
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配
水
池・配
水
塔
は

現
代
の
上
水
井
戸

　

人
は
水
な
し
に
は
暮
ら
し
て
い
け
な

い
。
都
市
部
に
人
口
が
集
中
し
た
江
戸

時
代
に
は
、
井
戸
水
で
は
供
給
が
足
り

ず
、
上
水
と
呼
ば
れ
る
水
道
が
町
中
に

整
備
さ
れ
、
そ
れ
が
江
戸
の
繁
栄
を
支

え
る
礎
と
な
っ
た
。
水
源
か
ら
木
樋
や

石
樋
を
介
し
て
引
か
れ
た
上
水
は
、
各

所
に
あ
る
大
き
な
木
桶
の
上
水
井
戸
に

溜
め
ら
れ
、
周
辺
に
暮
ら
す
人
々
は
そ

こ
か
ら
水
を
汲
み
上
げ
て
家
へ
運
び
、

生
活
用
水
と
し
て
利
用
し
た
。

　

ま
た
、
水
が
手
に
入
り
に
く
か
っ
た

り
、
水
質
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
地
域
に

は
、
用
水
堀
な
ど
か
ら
木
桶
に
水
を
汲

み
、
そ
れ
を
天
秤
棒
で
担
い
だ
り
荷
車

に
積
ん
だ
り
し
て
飲
料
用
と
し
て
売
り

歩
く
水
屋
（
水
売
）
も
い
た
。

　

今
日
、
日
本
の
上
水
道
の
普
及
率
は

１
０
０
％
近
く
、
ど
こ
の
家
庭
で
も
蛇

口
を
ひ
ね
れ
ば
す
ぐ
水
が
出
る
。
こ
の

水
道
水
は
浄
水
場
か
ら
直
接
流
れ
て
く

る
わ
け
で
は
な
い
。
ふ
だ
ん
あ
ま
り
意

識
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
浄
水
場
と
家

庭
の
蛇
口
の
間
に
は
、
配
水
池
あ
る
い

は
配
水
塔
と
い
う
貯
水
施
設
が
あ
る
。

地
域
で
使
わ
れ
る
水
を
一
時
的
に
溜
め

て
お
く
巨
大
な
水
桶
、
い
わ
ば
現
代
の

上
水
井
戸
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【配水塔・配水池】

地
上
に
設
け
て
浄
水
を
蓄
え
、
地
域

へ
の
配
水
量
を
調
整
す
る
役
割
を
担

う
水
槽
が
「
配
水
塔
」
だ
。
川
崎
市
上

下
水
道
局
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
配
水

塔
に
代
わ
り
、
同
局
と
し
て
初
と
な

る
「
ス
テ
ン
レ
ス
タ
ン
ク
」
を
選
択
し

た
。
ス
テ
ン
レ
ス
タ
ン
ク
は
初
期
投
資

こ
そ
嵩
む
も
の
の
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を

き
ち
ん
と
す
れ
ば
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト

は
圧
倒
的
に
安
価
だ
と
い
う
。
現
代

の
配
水
塔
に
お
け
る
選
択
肢
と
は
？

水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り

安定した水供給を支える
現代の巨大水桶



19

　

配
水
塔
は
、
地
上
ま
た
は
屋
上
に
設

け
て
浄
水
を
蓄
え
、
配
水
量
を
調
整
す

る
水
槽
だ
。
配
水
す
る
区
域
内
に
配
水

池
を
つ
く
る
適
当
な
高
所
が
な
い
と
き

な
ど
に
配
水
池
の
代
わ
り
に
設
け
る
。

構
造
や
材
質
は
『
水
道
施
設
設
計
指

針
』
に
示
さ
れ
て
お
り
、
堅
牢
で
あ
る

こ
と
、
風
圧
や
地
震
に
耐
え
ら
れ
る
こ

と
、
そ
し
て
防
食
、
落
雷
防
止
、
美
観

な
ど
へ
の
配
慮
が
欠
か
せ
な
い
。
従
来

の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
に
代
わ
り
ス

テ
ン
レ
ス
タ
ン
ク
を
市
内
で
初
採
用
し

た
川
崎
市
上
下
水
道
局
へ
話
を
聞
き
に

行
っ
た
。

耐
震
性
不
足
が
判
明

配
水
塔
を
更
新
へ

　

都
内
か
ら
田
園
都
市
線
で
鷺
沼
駅
へ

向
か
う
と
、
駅
手
前
の
線
路
沿
い
に
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
高
い
壁
が
続
い
て
い
る
。

こ
れ
が
川
崎
市
最
大
の
鷺
沼
配
水
池
だ
。

上
部
は
フ
ッ
ト
サ
ル
コ
ー
ト
や
小
学
校

の
校
庭
。
そ
の
下
に
川
崎
市
中
部
エ
リ

ア
の
約
50
万
人
が
使
う
お
よ
そ
11
万
ト

ン
も
の
水
が
た
た
え
ら
れ
て
い
る
と
は
、

誰
も
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
鷺
沼
配
水
池
に
あ
る
川
崎
市
上

下
水
道
局
水
運
用
セ
ン
タ
ー
で
管
理
係

長
を
務
め
る
田た

畑ば
た
み
つ満
穂ほ

さ
ん
は
「
浄
水

場
で
は
、
常
に
一
定
の
水
量
を
処
理
し

て
い
ま
す
が
、

市
民
の
水
使
用

量
は
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
に
よ
っ

て
変
動
し
ま
す
。

そ
の
需
要
と
供

給
の
バ
ラ
ン
ス

を
調
整
し
、
い

つ
で
も
同
じ
水

圧
で
安
定
し
て

利
用
者
に
水
道
水
を
届
け
る
の
が
、
配

水
池
・
配
水
塔
の
役
割
で
す
。
非
常
時

の
水
瓶
と
し
て
の
役
目
も
担
っ
て
い
ま

す
」
と
説
明
す
る
。
全
国
ど
こ
で
も
水

圧
が
大
き
く
異
な
る
と
感
じ
る
こ
と
が

な
い
の
は
、
こ
う
し
た
し
く
み
が
あ
る

か
ら
だ
。

　

川
崎
市
内
に
は
配
水
池
が
全
７
カ
所
、

配
水
塔
が
５
カ
所
あ
る
。
水
源
の
相
模

川
上
流
か
ら
取
水
し
た
水
は
長
沢
浄
水

場
で
処
理
さ
れ
、
各
配
水
池
・
配
水
塔

川崎市上下水道局がステンレスタンクを
初めて採用した「宮崎配水塔」

安定した水供給を支える現代の巨大水桶

用水堀の水を木桶に汲んで
売り歩いた「水屋」
(提供：川崎市上下水道局）

川崎市内最大の配水池「鷺沼配水池」（赤線で囲んだ部分）。フットサルコートなどの下に約11万トンの
有効容量をもつ（提供：川崎市上下水道局）

川崎市の水道施設の概要図

川崎市の水道は、相模川上流の相模湖、津久井湖が主な水源。長沢浄水場で
処理した水道水を、地形の高低差を利用して送水している（「川崎の上下水道 
事業概要2018」を参考に編集部作成）

導水隧道
水道 送・配水管
企業団 送水管

相模湖  津久井湖

宮ヶ瀬湖

丹沢湖

酒匂

川

相模湾

東京湾
相
模
川

川崎市

東京湾

多摩川

東京都

横浜市

川崎市

第1導水隧道

第2導水隧道

黒川
配水池

黒川高区配水池
千代ヶ丘
　　配水塔

細山
配水塔 生田配水池

高石配水塔
長沢浄水場百合丘

　配水塔
潮見台配水池
（企）西長沢浄水場

宮崎配水塔
鷺沼配水池

末吉配水池
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に
分
配
、
貯
水
さ
れ
た
後
、
網
目
の
よ

う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
配
水
管
を
通
っ

て
各
家
庭
に
給
水
さ
れ
る
。
川
崎
市
で

は
高
低
差
の
あ
る
地
形
の
特
徴
を
活
か

し
、
水
源
か
ら
家
庭
ま
で
の
各
工
程
の

ほ
と
ん
ど
を
、
ポ
ン
プ
に
頼
ら
ず
自
然

流
下
で
配
水
し
て
い
る
と
い
う
。

　

鷺
沼
配
水
池
か
ら
ほ
ど
近
い
高
台
に
、

川
崎
市
上
下
水
道
局
で
は
初
め
て
ス
テ

ン
レ
ス
タ
ン
ク
を
採
用
し
た
「
宮
崎
配

水
塔
」
が
あ
る
。
鷺
沼
配
水
池
よ
り
高

所
に
あ
た
る
宮
前
区
を
中
心
に
約
16
万

人
、
川
崎
市
全
体
の
約
10
％
に
配
水
す

る
重
要
な
配
水
塔
だ
。

　

も
と
は
１
９
６
７
年
（
昭
和
42
）
に
つ

く
ら
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
１

塔
の
配
水
塔
だ
っ
た
が
、
２
０
０
７
年

（
平
成
19
）
の
診
断
で
底
版
の
耐
震
性
不

足
が
判
明
。
通
常
な
ら
ば
補
強
鉄
筋
や

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
増
強
に
よ
っ
て

耐
震
補
強
を
行
な
え
ば
よ
い
の
だ
が
、

そ
う
は
い
か
な
い
事
情
が
あ
っ
た
。
調

整
係
長
の
山
口
耕
平
さ
ん
は
「
宮
崎
配

水
塔
は
１
塔
だ
け
で
運
用
し
て
い
ま
し

た
の
で
、
工
事
を
行
な
う
と
配
水
を
ス

ト
ッ
プ
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
定
期
的
な
点
検
な
ど
の
維
持
管
理
も

念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
別
の
手
立
て
が

必
要
だ
っ
た
の
で
す
」
と
語
る
。

　

さ
ら
に
、
築
造
当
時
は
何
も
な
か
っ

た
現
場
周
辺
に
は
住
宅
が
密
集
し
て
い

る
。
ま
た
用
地
が
狭
隘
な
た
め
、
既
設

配
水
塔
を
運
用
し
な
が
ら
新
た
な
配
水

塔
を
築
く
の
も
難
し
い
。
そ
こ
で
、
ま

ず
仮
設
の
配
水
塔
を
１
塔
つ
く
っ
て
配

水
を
途
切
れ
さ
せ
ず
、
旧
塔
を
撤
去
し

た
あ
と
に
も
う
１
塔
新
設
す
る
と
い
う

２
塔
式
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
浮
上
し
た
。

さ
び
に
く
く
て
軽
い

ス
テ
ン
レ
ス
タ
ン
ク

　

た
だ
し
、
工
事
の
条
件
は
厳
し
か
っ

た
。「
配
水
塔
の
運
用
を
絶
対
に
止
め
な

い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
周
辺
住
民

に
で
き
る
か
ぎ
り
ご
迷
惑
を
か
け
な
い

よ
う
な
施
工
方
法
が
求
め
ら
れ
ま
し

た
」
と
水
道
部
施
設
整
備
課
主
任
の
井

上
隆
二
さ
ん
は
語
る
。

　

配
水
塔
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
に

し
た
場
合
、
現
場
の
狭
い
道
に
た
く
さ

ん
の
ミ
キ
サ
ー
車
が
並
ぶ
こ
と
に
な
る

た
め
、
住
民
の
交
通
を
妨
げ
る
恐
れ
が

あ
る
。
ま
た
、
鉄
筋
は
水
に
反
応
し
て

さ
び
や
す
い
た
め
、
タ
ン
ク
内
部
を
定

期
的
に
防
食
塗
装
す
る
手
間
も
か
か
る
。

し
か
も
そ
の
間
、
配
水
は
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
諸
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
も
の

と
し
て
ス
テ
ン
レ
ス
タ
ン
ク
が
候
補
と

な
っ
た
。

　

井
上
さ
ん
は
「
ス
テ
ン
レ
ス
な
ら
ば

鋼
材
を
一
度
運
ん
で
し
ま
え
ば
あ
と
は

溶
接
す
る
だ
け
な
の
で
静
か
で
す
し
、

工
期
も
短
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
ス
テ

1水運用センター内の監視室。24時間2交代
制で送水状況を見守りつづける 2川崎市上
下水道局 水運用センター 調整係長の山口耕
平さん 3川崎市上下水道局 水運用センター 
管理係長の田畑満穂さん 4宮崎配水塔と隣
接する鷺沼北公園。更新時はここに仮設配水
塔を置いた 51967年に竣工したかつての宮
崎配水塔。団地以外に建物はほとんどない（提
供：川崎市上下水道局）
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ン
レ
ス
製
配
水
塔
を
築
造
し
て
曳ひ

き

家や

工

法
で
移
設
す
る
と
い
う
手
法
が
採
用
さ

れ
ま
し
た
」
と
言
う
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
製
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
軽
い
ス
テ

ン
レ
ス
は
、
曳
家
工
法
に
ベ
ス
ト
マ
ッ

チ
だ
っ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
隣
接
す
る
公
園
の
用

地
を
借
り
上
げ
、
そ
こ
に
１
号
塔
（
有

効
容
量
１
５
６
７
㎥
）
を
仮
設
し
て
運
用
を

開
始
。
次
に
既
設
配
水
塔
を
撤
去
し
、

跡
地
に
２
号
塔
（
同
１
３
５
９
㎥
）
を
新
設
。

２
号
塔
に
運
用
を
切
り
替
え
た
後
、
１

号
塔
を
ジ
ャ
ッ
キ
で
少
し
ず
つ
動
か
し

２
号
塔
の
横
に
移
設
し
た
。
巨
大
な
配

水
塔
を
曳
家
工
法
で
移
設
す
る
の
は
、

全
国
初
の
試
み
だ
っ
た
。

　

２
０
１
９
年
４
月
、
２
塔
の
配
水
塔

へ
の
更
新
が
無
事
に
完
了
し
た
。

場
所
や
規
模
に
応
じ
た

使
い
分
け
が
大
事

　

配
水
施
設
に
お
け
る
ス
テ
ン
レ
ス
素

材
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
水
道
部
施

設
整
備
課
担
当
係
長
の
西に
し
で
ひ
ろ
し

出
大
さ
ん
は

こ
う
話
す
。

「
ま
ず
は
軽
量
で
地
震
に
強
い
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
さ
び

に
く
い
の
で
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
容
易
で

す
。
ス
テ
ン
レ
ス
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
も

法
定
耐
用
年
数
こ
そ
60
年
で
一
緒
で
す

が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
防
食
塗
装
を
10

～
15
年
ご
と
に
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
内

部
が
粉
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
の
で
、
長
い
目
で
見
る
と
ラ
ン
ニ

ン
グ
コ
ス
ト
は
ス
テ
ン
レ
ス
の
方
が
低

く
抑
え
ら
れ
ま
す
」

　

ス
テ
ン
レ
ス
タ
ン
ク
の
場
合
、
水
の

入
っ
て
い
な
い
最
上
部
だ
け
は
塩
素
が

溜
ま
る
の
で
腐
食
し
や
す
い
。
そ
の
た

め
最
上
部
に
は
、
腐
食
に
特
に
強
い
ス

テ
ン
レ
ス
を
用
い
る
。
一
方
、
常
に
水

の
溜
ま
る
部
分
は
そ
う
し
た
心
配
が
ほ

ぼ
な
い
た
め
、
一
般
的
な
ス
テ
ン
レ
ス

を
使
う
。
こ
う
し
た
構
造
も
可
能
な
た

め
、
こ
れ
か
ら
更
新
時
期
を
迎
え
る
配

水
塔
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
に
ス
テ
ン

レ
ス
を
採
用
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い

く
だ
ろ
う
と
い
う
。

　

た
だ
し
、
一
概
に
ス
テ
ン
レ
ス
が
適

し
て
い
る
と
も
言
い
き
れ
な
い
の
が
難

し
い
。
井
上
さ
ん
は
「
１
万
㎥
を
超
え

る
よ
う
な
大
容
量
の
場
合
は
、
施
工
ス

ペ
ー
ス
が
と
れ
る
の
な
ら
ば
、
今
は
ス

テ
ン
レ
ス
よ
り
も
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
方
が
コ
ス
ト
は
安
い
。
場
所
や
大
き

さ
で
使
い
分
け
る
の
が
現
実
的
で
す
」

と
指
摘
す
る
。

『
水
道
施
設
設
計
指
針
』
に
木
製
タ
ン

ク
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
木
桶
は
完

全
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
れ

に
代
わ
る
巨
大
水
桶
も
最
終
形
を
模
索

し
て
い
る
段
階
に
あ
る
。

（
２
０
１
９
年
９
月
６
日
取
材
）

安定した水供給を支える現代の巨大水桶

【配水塔・配水池】

67鷺沼北公園に仮設したステンレス製の配水塔をレー
ルと油圧ジャッキで曳家（提供：川崎市上下水道局） 8取
材にご協力いただいた川崎市上下水道局の皆さん。右か
ら東海林太郎さん、山口耕平さん、田畑満穂さん、西出大
さん、井上隆二さん、吉武裕樹さん 9公園の水で足を洗う
子ども。こうして水が使える陰には不断の努力がある

宮崎配水塔更新工事の進め方（川崎市上下水道局の提供資料を参考に編集部作成）

仮設配水塔（1号塔）をつく
り、既設配水塔を撤去

撤去した跡地に新設配水
塔（2号塔）をつくる

仮設配水塔（1号塔）を曳家
工法で移設し更新工事完了

隣接する鷺沼北公園の一
部を借用することを決定

公園借地可能範囲

既設配水塔

平坦部

斜面など

配水塔用地

1仮設配水塔（1号塔）
築造

既設
配水塔
撤去

2

新設配水塔
（2号塔）
築造

3仮設配水塔
（1号塔）
移設

4

6

7

8

9
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【受水槽】

千葉県浦安市のホテルで受水槽として使われている木
製水槽。直径7ｍ×高さ4.63ｍの水槽が地下に4基並
ぶ（総容量680㎥）。1986年（昭和61）11月納入（撮
影協力：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル）

水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り

米
国
生
ま
れ
の
木
製
水
槽
が

生
き
残
る
理
由
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飲
料
水
用
受
水
槽
を

木
材
で
つ
く
る
老
舗

　

日
本
木
槽
木
管
株
式
会
社
。
業
務
内

容
が
想
像
し
や
す
い
、
ま
っ
す
ぐ
な
名

前
の
会
社
を
訪
ね
た
。
木
製
の
水
道
管

や
木
製
水
槽
（
以
下
、
木
槽
）
と
い
っ
た
木

材
を
材
料
に
大
型
の
管
、
筒
状
の
製
品

を
つ
く
り
つ
づ
け
１
０
０
年
以
上
の
歴

史
を
も
つ
老
舗
だ
。
近
年
で
は
都
心
の

高
級
ホ
テ
ル
、
羽
田
空
港
の
タ
ー
ミ
ナ

ル
ビ
ル
と
い
っ
た
日
本
を
代
表
す
る
施

設
の
飲
料
水
を
溜
め
る
受
水
槽
な
ど
を

製
造
し
て
い
る
。

　

横
浜
駅
そ
ば
の
オ
フ
ィ
ス
で
、
営
業

部
門
の
管
理
職
と
工
場
長
を
兼
任
す
る

取
締
役
の
平
川
政ま
さ
は
る治

さ
ん
と
会
っ
た
。

「
創
業
は
大
正
元
年
（
１
９
１
２
）。
当
時

の
主
な
業
務
は
木
製
の
水
道
管
づ
く
り

で
、
社
名
も
『
大
日
本
水
道
木
管
株
式

会
社
』
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
技
術

を
使
っ
て
、
化
学
薬
品
を
貯
蔵
す
る
た

め
の
木
槽
を
つ
く
れ
な
い
か
と
い
う
依

頼
を
い
た
だ
い
た
の
が
木
槽
づ
く
り
の

は
じ
ま
り
で
す
」
と
平
川
さ
ん
は
言
う
。

　

当
時
の
日
本
は
、
大
正
初
期
に
興
隆

し
た
化
学
工
業
が
発
展
し
つ
つ
あ
り
、

１
０
０
～
２
０
０
ト
ン
と
い
っ
た
量
の

塩
酸
や
硫
酸
な
ど
の
薬
品
を
溜
め
て
お

く
こ
と
が
で
き
る
タ
ン
ク
の
需
要
が
高

ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
分
野
に
お

け
る
販
路
が
広
が
り
、
昭
和
２
年
（
１

９
２
７
）
に
は
「
木
槽
」
の
文
字
を
入
れ

た
現
在
の
社
名
に
変
更
さ
れ
た
。

　

戦
後
は
工
場
な
ど
で
用
い
る
冷
却
水

を
外
気
に
あ
て
て
冷
や
す
た
め
の
煙
突

状
の
冷
却
塔
（
ク
ー
リ
ン
グ
タ
ワ
ー
）
の
製

造
も
手
が
け
、
多
角
化
を
図
っ
て
い
た

同
社
だ
っ
た
が
、
高
層
ビ
ル
が
増
え
は

じ
め
た
こ
ろ
よ
り
飲
料
水
用
の
受
水
槽

の
需
要
が
急
増
す
る
。

「
昭
和
39
年
（
１
９
６
４
）
の
東
京
五
輪

に
合
わ
せ
て
開
業
を
目
指
し
て
い
た
ホ

テ
ル
の
関
係
者
が
、
視
察
で
赴
い
た
米

国
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
高
層
ビ
ル
の
屋

上
に
木
製
タ
ン
ク
が
備
え
つ
け
ら
れ
て

い
る
の
を
目
に
さ
れ
た
そ
う
な
ん
で
す
。

そ
れ
で
新
た
に
建
設
す
る
ホ
テ
ル
に
も

木
製
の
タ
ン
ク
を
設
置
し
た
い
と
声
を

か
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
き
っ
か
け
と

な
り
ま
し
た
」

　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ビ
ル
の
屋
上
に
設

け
ら
れ
た
木
槽
は
、
実
際
に
は
火
災
時

の
消
火
の
た
め
の
貯
水
を
主
な
目
的
と

し
た
も
の
が
多
か
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、

「
薬
品
も
水
も
同
じ
液
体
で
す
。
や
っ

て
み
よ
う
と
取
り
組
み
ま
し
た
。
当
初

米国生まれの木製水槽が生き残る理由

ビ
ル
や
ホ
テ
ル
な
ど
多
く
の
人
が
集

ま
る
建
物
に
用
い
ら
れ
る
「
受
水

槽
」
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
、
鋼
板

製
、
合
成
樹
脂
製
な
ど
多
々
あ
る
が
、

「
木
製
水
槽
」
も
使
わ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
首
都
圏
の
空
港
に
は
直
径
10

ｍ
、
高
さ
５
ｍ
を
超
え
る
木
製
の
受

水
槽
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
木
の
性

質
を
活
か
し
、
ほ
か
に
は
な
い
特
徴

を
有
し
て
い
る
と
い
う
。

1日本木槽木管株式会
社で取締役と新城工場
長を兼務する平川政治さ
ん 2宮城県産の杉を用
いてつくられた仙台市泉
岳自然ふれあい館の受
水槽。直径4ｍ×高さ4.8
ｍの水槽2基。総容量は
102㎥（提供：日本木槽
木管株式会社） 1

2
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は
四
角
い
木
槽
も
つ
く
り
ま
し
た
が
、

内
部
の
水
圧
を
均
等
に
分
散
で
き
る
円

筒
形
に
落
ち
着
き
ま
し
た
」
と
平
川
さ

ん
は
振
り
返
る
。
こ
れ
を
機
に
「
飲
料

水
を
溜
め
る
タ
ン
ク
」
と
い
う
木
槽
の

新
た
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
広
が
っ
て
い
く

こ
と
と
な
る
。

桶
と
は
似
て
非
な
る

大
型
木
槽
の
工
法

　

と
こ
ろ
で
、
材
木
を
縦
に
筒
状
に
連

ね
て
つ
く
ら
れ
た
木
槽
は
、
巨
大
な
桶

の
よ
う
に
も
見
え
る
。
技
術
は
日
本
発

祥
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
私
た
ち
が
つ
く
っ
て
き
た
木
槽
は
桶

と
は
別
物
で
す
。
桶
は
側
板
を
丸
く
筒

状
に
し
た
と
こ
ろ
に
底
板
を
は
め
込
ん

で
完
成
さ
せ
ま
す
。
地
面
に
置
い
た
と

き
接
地
す
る
の
は
底
板
で
は
な
く
側
板
。

で
す
の
で
、

容
量
の
大
き

な
も
の
を
つ

く
ろ
う
と
す

れ
ば
す
る
ほ

ど
、
底
板
が

重
さ
に
耐
え

ら
れ
ず
中
味

が
漏
れ
て
し

ま
う
危
険
性

が
高
ま
る
の

で
す
」

　

た
ら
い
の
よ
う
な
浅
い
も
の
を
除
き

あ
る
程
度
深
さ
の
あ
る
桶
の
場
合
は
、

直
径
２
ｍ
程
度
が
限
界
で
は
な
い
か
と

平
川
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

「
私
た
ち
が
つ
く
る
木
槽
は
、
根ね

だ太
の

上
に
底
板
を
載
せ
、
底
板
の
周
り
に
側

板
を
組
ん
で
金
属
の
バ
ン
ド
で
締
め
る

構
造
で
す
。
根
太
を
し
っ
か
り
支
え
ら

れ
る
基
礎
を
設
け
れ
ば
か
な
り
の
重
さ

に
耐
え
ら
れ
る
の
で
大
型
化
で
き
ま
す
」

　

こ
れ
は
欧
米
の
木
槽
で
用
い
ら
れ
て

き
た
技
術
。
同
社
で
は
戦
前
よ
り
、
そ

う
し
た
工
法
を
海
外
か
ら
積
極
的
に
導

入
し
技
術
力
を
高
め
て
き
た
と
い
う
。

新
素
材
が
普
及
し
て
も

曲
げ
な
か
っ
た
も
の
づ
く
り

　

木
製
の
受
水
槽
は
広
が
り
を
見
せ
、

新
宿
副
都
心
の
超
高
層
ビ
ル
群
な
ど
で

も
導
入
さ
れ
て
い
く
。
だ
が
、
当
初
は

高
価
だ
っ
た
ス
テ
ン
レ
ス
の
価
格
が
下

が
り
、
ま
た
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

（
Ｆ
Ｒ
Ｐ
）
な
ど
新
た
な
材
料
が
誕
生
・

普
及
し
は
じ
め
る
と
、
木
槽
は
徐
々
に

シ
ェ
ア
を
落
と
し
は
じ
め
る
。

「
昭
和
50
年
（
１
９
７
５
）
を
過
ぎ
た
こ

ろ
か
ら
、
新
し
い
材
料
に
押
さ
れ
は
じ

め
ま
し
た
。
背
景
に
は
材
料
の
入
手
で

問
題
を
抱
え
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
確
保
で
き
て

い
た
樹
齢
を
重
ね
た
ダ
グ
ラ
ス
フ
ァ
ー

（
米
松
）
な
ど
が
、
手
に
入
り
に
く
く
な

っ
た
の
で
す
」

　

木
槽
の
寿
命
は
樹
齢
と
同
じ
程
度
と

言
わ
れ
る
が
、
内
容
物
が
液
体
の
場
合

は
そ
の
半
分
程
度
が
目
安
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
用
い
る
木
材
の
質
が
下
が
れ

ば
耐
久
性
も
下
が
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

市
場
の
変
化
に
よ
り
、
木
槽
の
品
質
を

維
持
で
き
る
木
材
の
確
保
に
こ
れ
ま
で

以
上
の
手
間
暇
が
か
か
る
よ
う
に
な
る

と
、
事
業
に
お
け
る
大
き
な
負
荷
と
な

っ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
と
き
、
販
路
を
も
っ
て
い
た
タ

ン
ク
に
固
執
し
、
木
材
以
外
の
材
料
で

受
水
槽
を
つ
く
る
方
向
も
あ
っ
た
は
ず

だ
が
、
そ
の
道
を
選
ぶ
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
木
槽
が
新
し
い
素
材
を
使

っ
た
タ
ン
ク
に
負
け
な
い
部
分
も
多
く

も
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。

　

木
槽
は
補
修
が
た
や
す
く
、
優
れ
た

材
を
用
い
れ
ば
、
ス
テ
ン
レ
ス
や
Ｆ
Ｒ

Ｐ
よ
り
も
長
く
使
い
つ
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
60
～
70
㎜
と
い
う
厚
さ

を
つ
く
り
だ
せ
る
た
め
断
熱
性
が
高
く
、

内
部
の
水
温
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の

で
、
溜
め
た
飲
料
水
を
新
鮮
に
保
つ
こ

と
が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
内
部

に
飲
料
水
の
大
敵
で
あ
る
藻
が
生
え
る

こ
と
も
ほ
ぼ
な
い
と
い
う
。

　

た
だ
し
、
断
熱
性
と
保
温
性
の
高
さ

は
、
裏
を
返
す
と
温
度
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
に
は
不
向
き
と
い
う
こ
と
で
も

5

3

4

3宮崎県日南市の名産・飫肥（お
び）杉を使用した日南市内の病院の
受水槽。直径3.9ｍ×高さ3.65ｍの
水槽2基で総容量は70㎥ 4床板
を支える根太（ねだ）を組む 5次に
底板を並べる 6側板を立て込んで
いく 7側板同士に接着剤は使用し
ない 8最後にバンドで締め上げる 
9漆を2回塗布した木製水槽の内部

（3～9提供：日本木槽木管株式
会社） �漆を塗った板（右）と塗って
いない板（左） �年輪と木目が細か
い材（上）とやや粗い材（下）。質の
よい材を確保することは年々厳しく
なっている6

水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り
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あ
る
。
発
酵
食
品
な
ど
温
度
管
理
を
要

す
る
も
の
に
は
用
い
に
く
い
と
い
う
弱

点
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
メ
リ
ッ
ト
の

部
分
に
着
目
し
た
発
注
も
多
い
そ
う
だ
。

「
飲
料
水
の
貯
水
以
外
の
用
途
で
は
、

ペ
ー
ハ
ー
（
pH
）
の
守
備
範
囲
が
広
い
こ

と
も
長
所
に
な
り
ま
す
。
２
～
11
く
ら

い
ま
で
対
応
で
き
耐
酸
性
、
耐
ア
ル
カ

リ
性
、
い
ず
れ
も
優
秀
な
の
で
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
を
溜
め
て
お
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
化
学
薬
品
を
溜
め
て
お
く
タ
ン

ク
な
ど
で
は
、
木
槽
本
体
よ
り
も
金
属

製
の
配
管
の
方
が
先
に
傷
み
、
交
換
が

必
要
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
」

現
代
な
ら
で
は
の

「
水
の
味
」へ
の
対
応

　

近
年
、
同
社
が
直
面
し
た
現
代
な
ら

で
は
の
課
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
飲
料
水

へ
の
木
香
の
溶
出
防
止
だ
。

「
浄
水
施
設
の
性
能
が
向
上
し
、
ま
た

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
オ
ー
タ
ー
が
普
及
し
た
こ

と
で
無
味
無
臭
に
近
い
飲
料
水
が
一
般

的
に
な
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
木
槽
の

水
に
わ
ず
か
に
残
る
木
の
香
り
を
指
摘

さ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
の
で
す
」

　

水
質
上
は
問
題
の
な
い
範
囲
だ
っ
た

が
、
よ
り
安
心
し
て
使
う
こ
と
の
で
き

る
木
槽
と
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
対

策
を
検
討
。
行
き
着
い
た
の
は
水
と
接

す
る
木
槽
内
部
へ
の
漆
の
塗
布
だ
。

　

こ
れ
に
よ
り
抗
菌
作
用
の
影
響
や
、

木
の
ア
ク
や
木
香
が
水
に
溶
出
し
に
く

く
な
る
な
ど
の
よ
い
効
果
も
得
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
漆
の
塗
膜
は
木
槽
側

へ
の
吸
水
も
抑
え
る
た
め
、
木
槽
も
よ

り
長
も
ち
す
る
と
い
う
。

　

ま
た
耐
震
性
能
も
探
究
し
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
で
既
設
の
木
槽
に
ダ
メ

ー
ジ
は
出
な
か
っ
た
が
、
安
全
性
を
実

証
す
べ
く
大
学
の
研
究
室
と
実
験
を
行

な
い
、
信
頼
性
を
確
認
し
て
い
る
。

　

近
年
の
ト
レ
ン
ド
は
、
地
場
産
の
杉

材
な
ど
を
使
っ
た
貯
水
槽
だ
。
環
境
配

慮
と
地
産
地
消
を
同
時
に
か
な
え
る
施

策
と
し
て
、
公
共
施
設
を
中
心
に
全
国

に
広
が
っ
て
い
る
。

「
よ
い
材
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
ろ
は
、

そ
れ
を
用
い
て
高
い
品
質
を
追
求
す
る

こ
と
に
こ
だ
わ
り
仕
事
を
し
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
少
し
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
手
に
入
る
材
の
長
所
を
活
か
し
て
、

用
途
に
合
っ
た
優
れ
た
も
の
を
つ
く
っ

て
い
く
。
そ
ん
な
姿
勢
に
変
わ
り
つ
つ

あ
り
ま
す
ね
」

　

何
か
に
つ
け
て
進
化
が
求
め
ら
れ
る

時
代
だ
。
未
来
を
予
測
し
、
変
化
に
適

用
し
よ
う
と
誰
も
が
も
が
い
て
い
る
。

だ
が
、
同
社
の
木
槽
づ
く
り
の
よ
う
に
、

自
ら
の
強
み
と
価
値
を
見
失
わ
ず
、
そ

の
時
代
に
合
わ
せ
て
磨
き
上
げ
て
い
く

こ
と
も
ま
た
尊
い
。
そ
う
感
じ
た
。

（
２
０
１
９
年
９
月
19
日
取
材
）

【受水槽】

米国生まれの木製水槽が生き残る理由

1011

9

木製水槽の基本構造
メザネ

側板 側板

オザネ

オザネ

メザネ

根太

底板

側板には欠き込みが施されていて、底板にかませながら建てこんでい
く。底板と側板の結合部にも接着剤などは使用しない（日本木槽木
管株式会社の提供資料をもとに編集部作成）
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容
器
本
来
の
目
的
は

「
中
身
の
価
値
を
守
る
」

―
―
特
集
で
は
、
水
や
液
体
を
溜
め
る

大
型
の
容
器
と
し
て
桶
と
樽
に
着
目
し

ま
し
た
。
暮
ら
し
で
使
う
小
型
容
器
は

ど
う
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

　

木
に
代
わ
る
素
材
と
し
て
は
鋼
板
や

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
Ｆ
Ｒ
Ｐ
な
ど
が
あ
り
、

飲
料
容
器
と
し
て
は
Ｐ
Ｅ
Ｔ
樹
脂
を
用

い
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
主
流
で
す
。
Ｐ

Ｅ
Ｔ
樹
脂
は
２
種
類
の
分
子
か
ら
な
っ

て
い
て
、
う
ち
１
種
類
は
エ
タ
ノ
ー
ル

か
ら
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
ま

す
。
供
給
量
や
価
格
の
面
か
ら
今
は
石

油
由
来
が
多
い
も
の
の
、
い
ず
れ
１
０

０
％
植
物
由
来
に
な
る
こ
と
も
技
術
的

に
は
可
能
と
思
い
ま
す
。

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
基
本
的
に
リ
サ
イ

ク
ル
し
や
す
く
て
、
例
え
ば
ワ
イ
シ
ャ

ツ
に
す
る
な
ら
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
融
か

し
て
糸
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
し
か

し
、
そ
こ
で
大
事
な
の
は
「
そ
う
す
る

こ
と
で
ど
れ
く
ら
い
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

節
約
で
き
る
の
か
」
と
い
う
点
で
す
。

　

容
器
の
本
質
と
は
「
中
身
の
価
値
を

守
る
こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。
酒
で
も

し
ょ
う
ゆ
で
も
、
つ
く
る
に
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
手
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
中

身
を
保
管
で
き
な
い
容
器
で
は
台
な
し

で
す
。
中
身
が
貴
重
な
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
そ
の
価
値
は
守
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
容
器
に
費
や
す
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ

ー
な
ど
の
環
境
負
荷
を
ど
の
程
度
に
す

る
か
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
関
し
て
は
、
本
体

も
蓋
も
以
前
よ
り
か
な
り
薄
く
な
っ
て

い
ま
す
。
原
料
が
そ
の
ぶ
ん
減
り
ま
す

か
ら
、
こ
れ
は
よ
い
こ
と
で
す
ね
。

廃
棄
物
の
焼
却
か
ら

得
た
熱
も
利
用
す
る

―
―
リ
サ
イ
ク
ル
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
関

係
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

容
器
を
使
い
終
え
た
ら
ど
う
処
理
す

る
か
は
重
要
な
課
題
で
す
。
３
Ｒ
で
一

般
的
に
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
順
位
は
リ

ユ
ー
ス
、
リ
デ
ュ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
。

そ
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
に
も
３
種
類
あ
り

ま
す
。
①
素
材
の
ま
ま
で
再
資
源
化
す

る
マ
テ
リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
、
②
化
学

処
理
し
て
再
生
利
用
す
る
ケ
ミ
カ
ル
リ

サ
イ
ク
ル
、
③
廃
棄
焼
却
時
の
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
サ
ー
マ
ル
リ
カ
バ

リ
ー
で
す
（
注
）。
ま
ず
は
サ
ー
マ
ル
リ

カ
バ
リ
ー
に
つ
い
て
紙
と
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
を
例
に
説
明
し
ま
す
（
図
1
）。

　

上
級
印
刷
紙
は
化
石
燃
料
を
使
っ
て

製
造
さ
れ
ま
す
が
、
副
産
物
の
黒
液
を

燃
料
と
し
て
使
え
ま
す
。
Ｐ
Ｅ
Ｔ
樹
脂

は
や
や
複
雑
な
分
子
構
造
な
の
で
製
造

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
、
さ
ら
に
燃
や

し
て
も
さ
ほ
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
で

き
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
商
品

パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
始
め
用
途
の
広
い
Ｐ
Ｐ

樹
脂
（
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
）
は
製
造
時
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
少
な
く
素
材
の
も
つ
発
熱

量
も
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、
き
れ
い

に
集
め
や
す
い
Ｐ
Ｅ
Ｔ
樹
脂
は
マ
テ
リ

ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
が
よ
い
で
す
し
、
食

（注）リサイクル3種の詳細
①廃プラスチック類の廃棄物を、破砕溶融などの処理を行なった後に同様な用途の原料として再
生利用する。②廃プラスチック類を化学的に分解することでガスや石油状にして原料等（元の製
品であるかは問わない）として再利用する。③廃プラスチック類を主燃料あるいは助燃材として利
用することにより、その燃焼により得られる熱を発電や工場での製造工程などに有効利用する。

現
代
の
容
器
と
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー

廃
棄
物
の
有
効
活
用
を
考
え
る

【エネルギー】

桶
と
樽
の
主
材
は
木
な
の
で
最
終
的
に
は
自
然
に
還
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
で
は
、
そ
の
桶
と
樽
を
受
け
継

い
だ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
素
材
を
用
い
た
容
器
に
つ
い
て
、
３
Ｒ
（
リ
ユ
ー
ス
、
リ
デ
ュ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
）
の
観
点
か
ら
ど

う
捉
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
廃
棄
物
焼
却
時
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を
研
究
す
る
国
立
環
境
研
究
所
の
藤
井
実

さ
ん
に
、
現
代
で
使
わ
れ
る
容
器
の
処
理
と
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
回
収
方
法
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

Minoru Fujii
1972年岡山県生まれ。資源のライフサイクルアセスメント（ＬＣ
Ａ）に着目。化石燃料の使用が今後著しく制限されるなか、廃
棄物のエネルギー利用の効率を高め、資源を適材適所で利
用することで、社会全体として資源の効率化を実現するため
の研究に取り組む。専門分野は化学工学、システム工学。環
境分野では循環型社会、地球温暖化対策。

インタビュー

藤井 実さん

国立研究開発法人 国立環境研究所
社会環境システム研究センター
環境社会イノベーション研究室 室長
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品
な
ど
と
混
ざ
っ
て
集
め
に
く
い
Ｐ
Ｐ

樹
脂
は
焼
却
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収

す
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
工
場
の
生
産
工
程
で
は
２
０

０
℃
く
ら
い
の
蒸
気
が
よ
く
用
い
ら
れ

ま
す
。
し
か
し
化
石
燃
料
と
い
う
質
の

高
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
そ
の
程
度
の
温

度
の
蒸
気
を
つ
く
る
と
や
は
り
効
率
が

悪
い
。
化
石
燃
料
を
燃
や
し
て
蒸
気
に

変
え
た
段
階
で
、
お
よ
そ
８
割
、
あ
る

い
は
そ
れ
以
上
を
ロ
ス
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
廃
棄
物

は
素
材
と
し
て
活
か
せ
る
方
が
好
ま
し

い
も
の
の
、
そ
れ
が
難
し
い
分
に
つ
い

て
は
、
焼
却
し
た
熱
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

し
て
回
収
し
て
、
産
業
の
プ
ロ
セ
ス
の

な
か
で
で
き
る
だ
け
活
か
す
し
く
み
を

つ
く
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
す
。

　

実
際
に
家
庭
か
ら
出
る
焼
却
も
可
能

な
ご
み
の
マ
テ
リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
は

２
割
に
も
満
た
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
焼
却

で
す
（
図
2
）。
日
本
の
焼
却
炉
の
発
電

効
率
は
平
均
12
％
ほ
ど
。
つ
ま
り
焼
却

時
の
熱
利
用
を
効
率
化
す
る
余
地
は
ま

だ
ま
だ
あ
る
の
が
現
状
で
す
。

無
駄
な
く
使
う

新
た
な
し
く
み
を

―
―
容
器
が
役
割
を
終
え
た
ら
廃
棄
す

る
よ
り
リ
サ
イ
ク
ル
し
た
方
が
よ
い
、

と
い
う
単
純
な
話
で
は
な
い
の
で
す
ね
。

　

そ
う
な
ん
で
す
が
、
日
本
に
は
「
焼

却
熱
を
工
場
で
使
う
」
と
い
う
発
想
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
う
や
く
検
討

が
始
ま
っ
た
段
階
で
す
が
、
韓
国
・

蔚ウ
ル
サ
ン山

の
工
業
団
地
で
は
清
掃
工
場
か
ら

近
隣
の
化
学
工
場
へ
の
熱
供
給
が
す
で

に
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
工
場
で
の
ボ

イ
ラ
ー
燃
料
の
消
費
削
減
効
果
は
大
き

く
、
５
～
９
カ
月
で
蒸
気
用
パ
イ
プ
の

敷
設
費
用
を
回
収
で
き
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
す
べ
て
の
廃
棄
物
を
う
ま

く
活
用
し
て
も
、
日
本
の
温
室
効
果
ガ

ス
を
２
％
減
ら
せ
る
か
ど
う
か
。
ゆ
く

ゆ
く
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ

と
活
用
し
な
け
れ
ば
真
の
脱
炭
素
化
と

は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
過
程
と
し
て「
廃

棄
物
の
焼
却
熱
」
と
い
う
導
入
し
や
す

い
こ
と
か
ら
着
手
し
て
、
み
ん
な
で
設

備
を
シ
ェ
ア
し
て
導
入
費
用
を
抑
制
し

つ
つ
、
再
エ
ネ
・
省
エ
ネ
設
備
を
付
加

し
て
い
く
の
が
現
実
的
で
す
。

　

マ
テ
リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
で
す
べ
て

循
環
さ
せ
る
の
が
理
想
で
す
が
、
そ
れ

は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
自
然
環
境
に
な

る
べ
く
負
荷
を
か
け
ず
に
経
済
活
動
も

続
け
る
た
め
に
は
、
素
材
か
ら
製
造
方

法
、
さ
ら
に
廃
棄
物
か
ら
得
ら
れ
る
熱

エ
ネ
ル
ギ
ー
ま
で
漏
ら
さ
ず
組
み
合
わ

せ
て
、
新
た
な
し
く
み
を
つ
く
っ
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
２
０
１
９
年
10
月
１
日
取
材
）

１ 『プラスチックごみの減量化とリサイクル廃棄物処理実務シリーズ・実際知識編』（プラスチックごみ最適
処理技術研究会編 1995）

２ 『プラスチック廃棄物の処理・処分に関するLCA調査研究報告書』（プラスチック処理促進協会 2001）
３ 『紙のLCIデータ算定概要（JLCA-LCAデータベース）』（日本製紙連合会 2006）
４ 「JLCA-LCAデータベース 2004年度 2版」（LCA日本フォーラム）

化石上級印刷紙

廃棄物組成

石油
石油化学工場

プラスチック 成形工場 消費者

（ハイブリッド産業）

リサイクル工場

高品質な
マテリアルリサイクル

分別

熱（蒸気）

高品質な
廃プラスチック

セミクローズドな
エネルギー循環回収

最大の効果を得るための最小の工程

廃プラスチック
（低品質）

ごみ焼却場
衛生的な廃棄物処理にも貢献 リサイクル固形燃料（長距離輸送）

リサイクル固形燃料
製造工場

低品質

PETボトル

新聞紙

マテリアル
リサイクル

素材産業リサイクル

固形燃料として利用可能

焼却炉から熱（蒸気）供給可能

製造工場・火力発電所

焼却（発電）

プラスチック （雑）紙 その他

高品質

有機系家庭ごみ構成比（発熱量基準）

リサイクル・処理構成比（発熱量基準）

利用状況

改善余地

潜在的
利用可能量

素材のもつ発熱量1、2 製造エネルギー3、4

エネルギー回収で回収可能な最大範囲

マテリアルリサイクルで回収可能な最大範囲

理
論
的
に
は

マ
テ
リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
優
先

PET樹脂

PP樹脂

その他（黒液）

図1 紙・プラスチックのリサイクル効果

図3 産業での廃棄物焼却熱利用推進

図2 廃棄物の質に合わせたリサイクル

【エネルギー】

図1～3は藤井実さん
の提供資料を参考に
編集部作成

27 現代の容器と熱エネルギー――廃棄物の有効活用を考える
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相
手
と
位
置
を
見
極
め
て

　
風
呂
桶
の
素
材
は
、
樹
脂
製
、
ホ
ー

ロ
ー
、
ス
テ
ン
レ
ス
な
ど
木
製
以
外
に

も
多
く
の
選
択
肢
が
あ
り
ま
す
が
、
ど

れ
を
選
ぶ
か
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で

す
。
他
の
素
材
に
比
べ
る
と
木
の
風
呂

桶
は
高
価
で
す
し
、
手
間
は
そ
れ
ほ
ど

で
は
な
い
も
の
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
は

気
を
遣
い
ま
す
か
ら
ね
。

　
私
が
コ
ウ
ヤ
マ
キ
（
注
）
を
用
い
た

風
呂
桶
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
あ
る
講
演
会
で
風
呂
桶
を
つ
く
っ

て
い
る
職
人
と
出
会
っ
て
か
ら
で
す
。

当
時
、
私
は
卵
型
の
風
呂
桶
を
つ
く
り

た
か
っ
た
の
で
す
が
、
つ
く
れ
る
と
こ

ろ
が
な
く
て
困
っ
て
い
た
の
で
「
で
き

ま
す
か
？
」
と
尋
ね
る

と
「
パ
ソ
コ
ン
で
正
確

な
図
面
が
描
け
る
の
で

た
ぶ
ん
で
き
ま
す
」
と
。

そ
こ
で
私
が
デ
ザ
イ
ン

し
た
卵
型
の
風
呂
桶
を

コ
ウ
ヤ
マ
キ
で
つ
く
っ

て
も
ら
い
、
ま
ず
は
自

宅
に
据
え
ま
し
た
。
そ

れ
が
17
年
前
。
今
ま
で

15
軒
ほ
ど
に
納
め
た
と

思
い
ま
す
。

　
木
の
風
呂
桶
は
「
こ

の
家
な
ら
」「
こ
の
住
み

手
な
ら
」
と
見
込
ん
で
お
勧
め
し
ま
す
。

風
呂
の
手
入
れ
を
嫌
う
人
に
は
提
案
し

ま
せ
ん
。
浴
室
の
位
置
も
関
係
し
ま
す
。

私
は
家
の
南
側
に
浴
室
を
設
計
す
る
こ

と
が
多
く
、
日
あ
た
り
が
よ
い
の
で
風

呂
桶
も
黒
ず
み
に
く
く
勧
め
や
す
い
の

で
す
。
私
が
木
の
風
呂
桶
を
つ
く
る
こ

と
を
知
る
住
み
手
か
ら
は
「
木
の
風
呂

に
し
た
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　
手
入
れ
に
洗
剤
は
使
い
ま
せ
ん
。
風

呂
を
出
る
と
き
に
石
鹸
な
ど
汚
れ
を
シ

ャ
ワ
ー
で
流
し
て
タ
オ
ル
で
湿
り
気
を

拭
う
程
度
。
た
だ
し
、
樹
脂
製
や
ホ
ー

ロ
ー
な
ら
流
す
だ
け
で
す
か
ら
、
ど
う

し
て
も
ひ
と
手
間
は
か
か
る
ん
で
す
ね
。

他
に
は
な
い
木
の
温
も
り

　
日
本
人
の
生
活
様
式
は
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
が
、
風
呂
好
き
の
気
持
ち
は

変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
旅
館
が

改
装
す
る
と
き
は
今
も
木
の
風
呂
桶
を

選
び
ま
す
し
、「
風
呂
桶
は
い
ら
な
い
、

シ
ャ
ワ
ー
だ
け
で
い
い
」
と
言
う
方
も

い
ま
せ
ん
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
鉄
、
ガ

ラ
ス
を
用
い
る
の
が
現
代
建
築
で
す
が
、

こ
う
し
た
素
材
は
人
に
や
さ
し
く
な
い

と
思
う
の
で
す
。
条
件
が
許
す
限
り
建

築
に
自
然
素
材
を
使
っ
て
き
た
私
に
と

っ
て
、
木
は
人
に
や
さ
し
い
感
じ
を
受

け
ま
す
。
仮
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
住
宅

を
つ
く
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
外
壁
に

は
焼や
き
す
ぎ
い
た

杉
板
な
ど
を
貼
っ
て
空
気
層
を
設

け
た
り
し
て
い
ま
す
。
室
内
が
外
気
温

に
左
右
さ
れ
な
い
外
断
熱
が
可
能
に
な

る
と
い
う
利
点
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
そ
し
て
木
の
香
り
や
手
触
り
、
温
も

り
は
他
の
素
材
に
は
な
い
も
の
。
木
の

風
呂
桶
に
浸
か
っ
て
い
て
思
う
の
は
、

触
れ
る
部
分
が
柔
ら
か
く
感
じ
る
こ
と

と
、
円
筒
状
な
の
で
体
に
な
じ
む
こ
と

で
す
。
風
呂
桶
を
つ
く
る
人
は
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
が
、
桶
は
文
化
と
し
て

こ
れ
か
ら
も
残
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

（
２
０
１
９
年
10
月
16
日
取
材
）

い
ろ
い
ろ
な
素
材
を
選
べ
る
立
場
に
あ

る
建
築
家
は
、
風
呂
桶
（
浴
槽
）
を
ど
う

考
え
て
い
る
の
か
？ 

木
造
住
宅
を
数
多

く
手
が
け
、
自
身
で
「
コ
ウ
ヤ
マ
キ
の
風

呂
桶
」
も
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
建
築
家

の
中
村
好
文
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

Yoshifumi Nakamura
1948年千葉県生まれ。設計事務
所「レミングハウス」を主宰。「ジー
ンズのような流行に左右されない、
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具」を理想として居心地のいい住
まいを提唱。個人住宅を中心に伊
丹十三記念館なども手がける。
1993年「一連の住宅作品」で第
18回吉田五十八賞特別賞を受
賞。著書に『普段着の住宅術』

『普通の住宅、普通の別荘』『「湖
畔の山荘」設計図集』など。
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木
や
土
を
用
い
た

伝
統
的
な
手
法

　

水
を
汲
ん
で
運
ぶ
。
あ
る
い
は
水

そ
の
も
の
を
溜
め
て
お
く
。
そ
し
て

水
も
混
ぜ
て
貯
蔵
す
る
こ
と
で
別
の

何
か
を
生
み
出
す
―
―
。
今
回
の
特

集
で
は
、
そ
ん
な
多
面
的
な
役
割
を

長
年
担
っ
て
き
た
桶
と
樽
を
取
り
上

げ
た
。

　

考
え
て
み
る
と
、
多
く
の
場
合
、

人
は
生
ま
れ
た
ら
桶
に
汲
ん
だ
産
湯

に
つ
か
り
、
死
ん
だ
ら
棺
桶
（
早
桶
）

に
入
る
。
ま
た
、
慶
弔
に
欠
か
せ
な

い
酒
は
樽
で
運
ば
れ
た
。
桶
と
樽
は
、

人
の
生
き
死
に
ま
つ
わ
る
祝
福
や
弔

い
に
ま
で
か
か
わ
る
存
在
だ
っ
た
が
、

ホ
ー
ロ
ー
や
Ｆ
Ｒ
Ｐ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
、
ス
テ
ン
レ
ス
な
ど
に
置
き
換
わ

っ
て
い
く
。

　

と
こ
ろ
が
他
の
素
材
で
は
代
替
で

き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
特
定
の
用
途

で
生
き
残
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
格

が
し
ょ
う
ゆ
と
ウ
イ
ス
キ
ー
の
製
造
。

両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
科
学
的
に

は
っ
き
り
解
明
で
き
な
い
点
が
ま
だ

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
五
代
目
の
山
本
康

夫
さ
ん
の
も
と
に
、
突
然
「
も
ろ
み

を
分
け
て
く
だ
さ
い
」
と
香
料
メ
ー

カ
ー
が
訪
ね
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

理
由
を
聞
く
と
、
し
ょ
う
ゆ
の
香
り

を
分
析
し
た
と
こ
ろ
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油

の
製
品
だ
け
か
ら
ミ
ン
ト
系
の
香
り

が
し
た
と
の
こ
と
。
そ
う
い
う
香
り

を
出
す
酵
母
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い

な
い
た
め
、
研
究
用
に
も
ろ
み
を
持

ち
帰
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
ウ
イ
ス
キ
ー

の
貯
蔵
庫
に
冷
暖
房
設
備
は
な
く
、

土
の
上
に
樽
を
置
い
て
熟
成
を
進
め

る
。「
こ
れ
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
伝

統
的
な
や
り
方
で
す
。
露
出
し
た
地

面
が
水
分
を
適
度
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
」
と
肥
土
伊
知
郎
さ
ん
は
語
る
。

　

ほ
か
に
は
な
い
価
値
を
生
み
出
す

た
め
に
、
木
や
土
と
い
っ
た
人
為
的

に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
づ
ら
い
は
ず

の
自
然
素
材
の
力
に
あ
え
て
ゆ
だ
ね

る
。
桶
や
樽
が
長
年
使
わ
れ
て
き
た

伝
統
や
歴
史
を
重
ん
じ
た
う
え
で
、

デ
ー
タ
よ
り
も
自
ら
の
経
験
と
勘
を

信
じ
る
。
こ
れ
は
と
て
も
人
間
的
な

営
み
と
感
じ
た
。

桶
と
樽
の
周
囲
に

集
う
人
々

　

人
間
的
な
営
み
と
言
っ
た
の
に
は

も
う
一
つ
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

人
と
人
の
つ
な
が
り
を
強
く
感
じ
さ

せ
る
場
面
が
多
か
っ
た
か
ら
だ
。

　

木
の
特
質
を
活
か
し
て
飲
料
水
の

質
を
長
期
間
保
つ
受
水
槽
を
つ
く
る

日
本
木
槽
木
管
と
、
自
分
た
ち
で
洋

樽
を
つ
く
っ
て
い
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
ウ

イ
ス
キ
ー
は
こ
の
特
集
で
は
外
せ
な

い
存
在
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
ま
さ

か
ベ
ン
チ
ャ
ー
ウ
イ
ス
キ
ー
の
蒸
留

所
で
日
本
木
槽
木
管
の
木
製
水
槽
が

発
酵
槽
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
は

思
わ
な
か
っ
た
。

　

た
し
か
に
ウ
イ
ス
キ
ー
と
飲
料
水

と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

木
を
用
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

両
社
が
知
恵
を
求
め
て
つ
な
が
る
の

は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

大
桶
職
人
の
上
芝
雄
史
さ
ん
に
弟

子
入
り
し
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
桶
を

つ
く
り
は
じ
め
た
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
の

山
本
さ
ん
の
周
辺
も
人
の
つ
な
が
り

が
濃
い
。
新
桶
づ
く
り
に
は
全
国
か

ら
多
く
の
人
が
集
ま
る
。
現
場
で
は

各
々
が
で
き
る
こ
と
を
や
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
し
て
い
る
。

次
の
新
桶
づ
く
り
の
と
き
は
ぜ
ひ
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
見
て
ほ
し
い
。
桶
を
軸
に
熱

気
が
渦
を
巻
い
て
い
る
様
子
が
垣
間

見
え
る
は
ず
だ
。

　

な
ぜ
人
々
が
桶
や
樽
で
つ
な
が
る

の
か
。
仕
事
で
必
要
だ
か
ら
と
い
う

実
務
的
な
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
桶

づ
く
り
と
い
う
な
じ
み
が
薄
く
て
難

解
で
、
し
か
し
人
の
手
で
つ
く
り
だ

す
素
朴
で
根
源
的
な
喜
び
が
得
ら
れ

る
手
仕
事
が
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
理

由
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
な
に
よ
り
、
結
果
が
す
ぐ

に
わ
か
ら
な
い
と
い
う
長
い
時
間
軸

が
魅
力
的
だ
。
桶
で
い
え
ば
、
試
み

た
こ
と
が
１
０
０
年
経
た
な
い
と
正

し
か
っ
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

生
き
て
い
る
間
に
わ
か
ら
な
い
こ
と

に
力
を
注
ぐ
の
は
、
あ
る
種
の
ロ
マ

ン
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
分
が
朽
ち

た
あ
と
も
残
る
桶
を
つ
く
る
の
だ
と

い
う
気
概
が
人
々
を
引
き
寄
せ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
も
、
そ
れ
ら
が
東
京
な
ど
の

大
都
市
で
は
な
く
、
小
豆
島
や
秩
父

と
い
っ
た
ロ
ー
カ
ル
な
場
所
で
芽
吹

き
、
国
外
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と
は
、
社
会
的
な
変
化
を
表
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。

時
間
の
経
過
が

生
み
出
す
価
値

　

桶
と
樽
は
産
業
に
か
か
わ
る
製
造

装
置
と
し
て
は
珍
し
く
、
時
を
重
ね

桶
と
樽
に
見
る
、
人
の
営
み
と
時
間
軸

編
集
部

る
ほ
ど
に
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
く
な
る

も
の
だ
。
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
配
水
塔

も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
コ
ン
ク
リ

ー
ト
製
に
比
べ
る
と
初
期
投
資
は
嵩

む
が
、
時
間
軸
を
長
く
捉
え
れ
ば
ラ

ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
抑
え
ら
れ
る
。

更
新
時
に
は
マ
テ
リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク

ル
も
可
能
だ
。

　

廃
棄
物
を
燃
や
し
て
処
理
す
る
の

が
避
け
ら
れ
な
い
の
な
ら
、
発
想
を

転
換
し
、
燃
や
し
て
出
る
熱
を
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
し
て
効
率
的
に
活
用
す
る

手
も
あ
る
と
教
え
て
く
れ
た
の
は
国

立
環
境
研
究
所
の
藤
井
実
さ
ん
だ
。

桶
と
樽
が
全
国
に
普
及
す
る
ま
で
数

百
年
か
か
っ
た
よ
う
に
、
循
環
型
社

会
も
一
足
飛
び
に
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
皆
が
連
携
し
て
時
間
が
か
か

っ
て
も
少
し
ず
つ
整
え
て
い
く
し
か

な
い
。
自
然
素
材
を
う
ま
く
使
い
な

が
ら
、
今
あ
る
技
術
や
文
化
を
つ
な

い
で
将
来
に
選
択
の
余
地
を
残
す
。

そ
れ
が
次
代
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
か
ら
の
持
続
可
能
な
社
会
を

考
え
る
と
、
今
だ
け
の
喜
び
、
自
分

だ
け
の
幸
せ
を
求
め
て
生
き
る
時
代

は
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
ら
せ
な
く
て
は
い

け
な
い
。
桶
と
樽
を
追
っ
て
み
て
そ

ん
な
気
持
ち
を
抱
い
た
。
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１
．
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
流
れ

　

ア
メ
リ
カ
で
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
は
重
要
な
河
川
の
一
つ
で
あ
る
。『
全
世
界
の
河
川
事

典
』（
丸
善
出
版
・
２
０
１
３
年
）
に
よ
れ
ば
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
は
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
北
部
の

イ
タ
ス
カ
湖
に
端
を
発
し
、
米
国
を
ほ
ぼ
南
北
に
縦
断
し
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
ニ
ュ
ー
オ

ー
リ
ン
ズ
市
付
近
メ
キ
シ
コ
湾
に
注
ぐ
。
長
さ
３
７
８
０
㎞
、
水
系
全
体
の
流
域
面
積

３
２
５
万
㎢
。
上
流
部
に
あ
た
る
ミ
ズ
ー
リ
川
（
長
さ
４
１
３
０
㎞
）、
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー

ン
川
（
長
さ
１
０
８
０
㎞
）
と
合
わ
せ
る
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
水
系
を
構
成
す
る
主

な
河
川
は
、
ミ
ズ
ー
リ
川
の
ほ
か
、
ミ
ネ
ソ
タ
川
、
ウ
ィ
ン
ス
コ
ン
シ
ン
川
、
イ
リ
ノ

イ
川
、
オ
ハ
イ
オ
川
、
ア
ー
カ
ン
ザ
ス
川
な
ど
で
あ
る
。「
源
か
ら
河
川
に
か
け
て
左
岸

に
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
、
イ
リ
ノ
イ
州
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
、
テ
ネ
シ
ー
州
、
ミ
シ
シ

ッ
ピ
州
、
右
岸
に
ミ
ネ
ソ
タ
州
、
ア
イ
オ
ワ
州
、
ミ
ズ
ー
リ
州
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
、

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
と
ほ
ぼ
一
貫
し
て
州
境
を
形
成
し
な
が
ら
南
下
す
る
。
オ
ハ
イ
オ
州
と

の
合
流
地
点
の
カ
イ
ロ
（
ケ
イ
ロ
）
市
を
境
に
上
下
流
を
区
別
す
る
」
と
記
し
て
い
る
。

　

ニ
ナ
・
モ
ー
ガ
ン
著
『
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
』（
偕
成
社
・
１
９
９
５
年
）
に
よ
り
、
ミ
シ
シ

ッ
ピ
川
の
上
流
か
ら
河
口
ま
で
追
っ
て
み
る
。
上
流
は
渓
谷
に
な
っ
て
お
り
、
ミ
ネ
ソ

タ
州
や
ア
イ
オ
ワ
州
に
合
流
す
る
と
、
水
か
さ
が
増
え
、
川
幅
が
大
き
く
広
が
る
。
流

域
面
積
は
米
国
の
国
土
の
約
40
％
を
占
め
、
米
国
の
31
州
と
カ
ナ
ダ
の
２
州
が
含
ま
れ

る
。
海
抜
４
５
０
ｍ
の
イ
タ
ス
カ
湖
か
ら
北
東
に
流
れ
、
や
が
て
南
へ
曲
が
り
、
ミ
ネ

ソ
タ
州
の
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
の
近
く
で
、
高
さ
22
ｍ
も
あ
る
セ
ン
ト
ア
ン
ソ
ニ
ー
滝
を
落

下
す
る
。

　

セ
ン
ト
ポ
ー
ル
を
過
ぎ
る
と
次
第
に
川
幅
が
広
く
な
り
、
石
灰
岩
の
崖
の
間
を
流
れ
、

川
の
な
か
に
５
０
０
ほ
ど
の
小
島
が
あ
る
川
は
な
だ
ら
か
な
丘
の
続
く
大
草
原
と
湿
地

帯
に
入
る
。
こ
の
あ
た
り
が
コ
ー
ン
ベ
ル
ト
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
地
帯
）
と
呼
ば
れ
る
穀
倉

地
帯
で
あ
る
。
や
が
て
、
泥
の
川
で
あ
る
ミ
ズ
ー
リ
川
と
合
流
す
る
。
セ
ン
ト
ル
イ
ス

の
あ
た
り
で
川
は
広
く
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
。
セ
ン
ト
ル
イ
ス
の
近
く
で
育
っ
た
マ
ー

ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
（
１
８
３
５
―１
９
１
０
）
は
、
毎
日
の
よ
う
に
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
豊
か

な
流
れ
や
蒸
気
船
を
観
な
が
ら
、『
ト
ム
・
ソ
ー
ヤ
の
冒
険
』『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ

ン
の
冒
険
』
を
描
き
出
す
。

　

セ
ン
ト
ル
イ
ス
か
ら
下
る
と
、
南
部
に
入
り
ケ
イ
ロ
の
町
を
過
ぎ
る
と
洪
水
を
防
ぐ

た
め
の
堤
防
が
高
さ
20
ｍ
を
超
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
綿
花
の
町
メ
ン
フ
ィ
ス
は
、
南

北
戦
争
（
１
８
６
１
年
～
１
８
６
５
年
）
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
綿
花
な
ど
の
物
資
が
輸
入
で

き
な
く
な
り
、
米
国
で
綿
花
栽
培
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
奴
隷
に

よ
っ
て
栽
培
が
さ
れ
た
。
さ
ら
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
川
を
下
り
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
・
シ

テ
ィ
へ
、
そ
し
て
、
ビ
ッ
ク
ス
バ
ー
グ
の
町
で
は
、
川
の
水
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た

め
に
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
流
域
全
体
の
縮
尺
模
型
が
あ
り
、
す
べ
て
の
ダ
ム
、
水
路
、
堤

防
が
示
さ
れ
て
お
り
、
山
や
小
川
の
位
置
や
土
地
の
高
低
差
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
ミ
シ

シ
ッ
ピ
川
の
治
水
計
画
を
立
て
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

河
口
デ
ル
タ
の
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
町
は
、
小
さ
な
通
り
や
鉄
製
の
バ
ル
コ
ニ
ー

の
付
い
た
古
風
な
家
や
カ
フ
ェ
や
土
産
物
店
が
並
ぶ
。
ジ
ャ
ズ
音
楽
が
生
ま
れ
た
町
で
、

ル
イ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
な
ど
の
有
名
な
音
楽
家
を
輩
出
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
オ
ー

リ
ン
ズ
港
は
３
番
目
に
大
き
な
港
で
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
な
し
で
は
町
の
偉
大
な
発
展
は

な
か
っ
た
と
言
え
る
。
同
様
に
わ
か
り
や
す
い
ジ
ュ
ニ
ア
向
け
の
ス
ー
ザ
ン
・
ド
レ
ル

ブ
ラ
ウ
ン
著
『
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
』（
帝
国
書
院
・
１
９
８
７
年
）
が
あ
る
。

２
．
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
歴
史
散
策

　

猿
谷
要
著
『
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
紀
行
』（
文
藝
春
秋
・
１
９
９
４
年
）
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川

の
河
口
か
ら
州
ご
と
に
遡
る
旅
で
あ
る
。
そ
の
州
の
歴
史
・
文
化
・
社
会
事
情
を
浮
き

彫
り
に
す
る
。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
土
地
に
植
民
地
帝
国
を
創
る
こ
と
を
試
み
た
が
、
計

画
は
成
功
せ
ず
に
ア
メ
リ
カ
へ
１
５
０
０
万
ド
ル
で
売
り
渡
し
た
。
１
８
０
３
年
ル
イ
ジ

ア
ナ
は
ア
メ
リ
カ
領
に
な
っ
た
。
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
誕
生
で
あ
る
。
こ
の
地
は
、

先
住
民
、
フ
ラ
ン
ス
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
、
ア
メ
リ
カ
人
、
と
い
う
具
合
に
所
有
権
が
変

わ
っ
て
き
た
。
そ
こ
へ
ア
フ
リ
カ
や
カ
リ
ブ
海
周
辺
か
ら
奴
隷
が
連
れ
て
こ
ら
れ
た
。

こ
の
町
は
混
血
の
文
化
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

さ
ら
に
遡
り
、
南
北
戦
争
の
古
戦
場
、
日
系
人
強
制
収
容
所
跡
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統

領
の
故
郷
、
キ
ン
グ
牧
師
の
暗
殺
地
メ
ン
フ
ィ
ス
、
ブ
ル
ー
ス
の
父
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

Ｃ
・
ハ
ン
デ
ィ
の
銅
像
、
エ
ル
ヴ
ィ
ス
・
プ
レ
ス
リ
ー
の
邸
宅
が
メ
ン
フ
ィ
ス
の
観
光

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。

ア
メ
リ
カ
を
創
り
だ
し
た

ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
偉
大
さ

水
の
文
化
書
誌 
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アメリカを創りだしたミシシッピ川の偉大さ31

地
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
リ
ン
カ
ー
ン
生
誕
地
、
暴
れ
川
テ
ネ
シ
ー
川
を
減
災
す

る
40
基
の
ダ
ム
群
、
ト
ム
と
ハ
ッ
ク
と
ジ
ム
の
世
界
、
イ
リ
ノ
イ
の
風
土
大
草
原
、
ミ

ネ
ア
ポ
リ
ス
と
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
の
双
子
の
都
市
、
源
流
の
旅
を
続
け
、
再
度
河
口
ま
で

戻
っ
て
い
る
。

３
．
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
七
つ
の
道

　

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｍ
・
バ
ー
ダ
マ
ン
著
『
ミ
シ
シ
ッ
ピ
＝
ア
メ
リ
カ
を
生
ん
だ
大
河
』

（
講
談
社
・
２
０
０
５
年
）
で
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
を
七
つ
の
道
と
し
て
捉
え
、
そ
の
意
義

と
効
用
と
重
要
性
を
論
ず
る
。

①
探
索
の
道
…
…
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
発
見
、
メ
キ
シ
コ
湾
に
到
達
し
た
ラ
・
サ
ー
ル
卿

②
輸
送
の
道
…
…
蒸
気
動
力
の
導
入
以
前
、
回
転
パ
ド
ル
を
取
り
つ
け
る
シ
ュ
リ
ー
ブ

の
改
良
、
１
８
６
５
年
４
月
の
サ
ル
タ
ナ
号
の
爆
発
事
故
の
最
悪
の
惨
事
と
蒸
気
船

レ
ー
ス
、
甦
っ
た
水
上
交
通

③
人
が
変
え
た
道
…
…
防
壁
と
閘
門
、
ダ
ム
を
通
過
す
る
船
団

④
移
住
と
入
植
と
政
治
の
道
…
…
千
載
一
遇
の
好
機
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
と
そ
の
周

辺
を
買
い
取
る
、
黒
人
た
ち
の
逃
亡
ル
ー
ト
、
黒
人
が
北
部
へ
の
逃
亡
に
ミ
シ
シ
ッ

ピ
川
が
役
立
っ
た

⑤
自
然
の
道
…
…
鳥
類
の
「
ミ
シ
シ
ッ
ピ
飛
行
経
路
」、
ビ
ー
バ
ー
の
毛
皮
商
品
、
ミ
シ

シ
ッ
ピ
流
域
で
良
品
な
ボ
タ
ン
と
な
る
貝
殻
イ
シ
ガ
イ
が
発
見
さ
れ
、
ボ
タ
ン
工
場

が
経
済
の
発
展
を
促
し
た
。
ま
た
、「
ミ
シ
シ
ッ
ピ
に
い
る
」
と
い
う
報
酬
、
す
な
わ

ち
川
か
ら
得
ら
れ
る
天
然
源
水
と
魚
が
と
れ
た
。
氷
は
食
糧
を
保
存
す
る
た
め
に
使

用
さ
れ
た
。
魚
を
木
箱
に
入
れ
、
氷
を
入
れ
て
保
存
。
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
釣
り
人
た

ち
の
聖
地
と
な
る

⑥
文
化
の
道
…
…
ル
イ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
船
上
演
奏
、
デ
ル
タ
で
過
酷
な
環
境

か
ら
生
ま
れ
た
ブ
ル
ー
ス
、
シ
ョ
ー
ボ
ー
ト
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
黄
金
時
代
、
フ
ォ
ス

タ
ー
の
『
お
お
ス
ザ
ン
ナ
』
は
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
で
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ
殺
到
し

た
人
び
と
の
愛
唱
歌
で
あ
る

⑦
国
家
の
精
神
的
な
中
心
と
し
て
の
道
…
…
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
は
「
偉
大
な
る
褐
色
の
神
」

で
あ
る
と
い
う
。
経
済
的
な
屋
台
骨
と
同
時
に
「
ア
メ
リ
カ
人
の
精
神
的
な
中
心
」

と
な
っ
て
い
る

　

七
つ
の
道
に
つ
い
て
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
林
檎
を
貫
く
「
芯
」
で

あ
る
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。

４
．
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
流
域
の
自
然
と
文
化

　

家
永
泰
光
著
『
大
河
ミ
シ
シ
ッ
ピ
』（
論
創
社
・
２
０
０
４
年
）
に
よ
る
と
、
ミ
シ
シ
ッ

ピ
川
の
流
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
水
文
化
と
し
て
位
置
づ
け
て
、
次
の
内
容
の
構
成
と
な
っ

て
い
る
。

①
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
流
域
の
自
然
と
文
化

　

上
流
域
︱
イ
タ
ス
カ
湖
か
ら
ケ
イ
ロ
ま
で
、
ケ
イ
ロ
か
ら
河
口
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
先

　

住
民
族
の
農
耕
文
化
を
述
べ
る
。

②
ア
メ
リ
カ
の
水
制
度
と
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川

　

沿
岸
権
・
専
用
権
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
水
法
の
特
徴
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
大
洪
水
と
治

　

水
を
挙
げ
る
。

③
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
流
域
の
産
業
の
発
展

　

ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
流
域
の
稲
作
展
開
と
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
米
産
業
と
農
民
を
論
じ
る
。

④
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
水
質
汚
濁
と
再
生
の
思
想

　

水
質
汚
濁
と
環
境
破
壊
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
水
質
汚
濁
を
論
じ
る
。

５
．
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
洪
水

　

米
国
河
川
研
究
会
編
著
『
洪
水
と
ア
メ
リ
カ
︱
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
氾
濫
原
管
理
︱
』

（
山
海
堂
・
１
９
９
４
年
）
に
よ
る
と
、
１
９
９
３
年
６
月
～
８
月
に
か
け
て
ミ
シ
シ
ッ
ピ

川
の
上
流
域
を
記
録
的
な
大
洪
水
が
襲
っ
た
。
洪
水
の
被
害
は
死
者
50
名
ほ
ど
、
氾
濫

面
積
は
４
万
１
０
０
０
㎢
に
及
び
ア
イ
オ
ワ
州
を
は
じ
め
と
す
る
９
つ
の
州
に
ま
た
が
っ

た
。
農
業
堤
防
の
越
流
、
破
堤
に
よ
り
浸
水
し
た
農
地
、
標
準
の
出
水
防
禦
施
設
が
設

置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
都
市
部
を
襲
っ
た
。
農
地
が
砂
に
覆
わ
れ
た
。
資
産
被
害
は
１

５
０
億
ド
ル
に
及
ん
だ
。
こ
の
水
害
を
契
機
と
し
て
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
上
流
域
に
体
系

的
な
河
川
整
備
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
上
流
域
に
対
し
て
も

下
流
域
同
様
の
統
一
的
な
治
水
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
の
議
論
や
、
合
わ
せ
て
流
域
全

体
の
観
点
か
ら
環
境
保
全
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
関
東
建
設
弘
済
会
・
土

木
学
会
編
・
発
行
『
１
９
９
３
年
米
国
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
大
洪
水
調
査
報
告
書
』（
１
９
９
３

年
）、
水
資
源
協
会
編
・
発
行
『
講
演
録
：
米
国
に
お
け
る
治
水
対
策
及
び
水
資
源
開
発

の
現
状
』（
１
９
９
７
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

６
．
お
わ
り
に
︱
︱
ス
ー
パ
ー
台
風

　

２
０
０
５
年
８
月
末
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
を
襲
っ
た
ハ
リ
ケ
ー
ン
・

カ
ト
リ
ー
ナ
は
大
き
な
爪
痕
を
残
し
た
。
死
者
１
８
３
６
人
、
一
時
１
２
０
万
人
が
避
難

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ト
ム
・
ウ
ッ
テ
ン
著
『
災
害
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
ー
ニ
ュ
ー
オ

リ
ン
ズ
の
人
々
は
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ
ト
リ
ー
ナ
の
衝
撃
を
ど
う
乗
り
越
え
た
の
か
︱
』

（
明
石
書
店
・
２
０
１
４
年
）
に
よ
る
と
、
被
害
者
は
過
酷
な
状
況
の
も
と
で
決
し
て
屈
せ

ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
を
図
る
た
め
に
活
動
を
続
け
た
。
ま
た
、
国
際
交
流
基
金

日
米
セ
ン
タ
ー
編
・
発
行
『
報
告
書
：
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ
ト
リ
ー
ナ
災
害
復
興
協
力
の

た
め
の
日
米
対
話
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
２
０
０
７
年
）、
日
本
生
態
系
保
護
協
会
訳
・
発
行

『
21
世
紀
に
向
け
た
ア
メ
リ
カ
の
河
川
環
境
管
理
』（
１
９
９
５
年
）
の
書
は
、
わ
れ
わ
れ

に
減
災
の
た
め
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

以
上
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
歴
史
、
文
化
、
経
済
、
そ
し
て
洪
水
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
が
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
は
ア
メ
リ
カ
を
育
て
、
創
り
だ
し
た
偉
大
な
川
で
あ
る
。
そ
の

反
面
、
水
害
を
起
こ
し
て
き
た
川
で
も
あ
る
。
今
年
（
２
０
１
９
年
）
は
ス
ー
パ
ー
台
風

が
い
く
つ
も
日
本
を
襲
っ
た
。
気
候
危
機
の
時
代
に
入
り
、
わ
が
国
は
ハ
リ
ケ
ー
ン
・

カ
ト
リ
ー
ナ
な
ど
の
水
害
か
ら
多
く
の
防
災
対
策
を
学
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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収
益
力
が
高
い

食
糧
王
国・十
勝

　

２
０
１
８
年
（
平
成
30
）
は
、
札
幌
に

開
拓
使
が
置
か
れ
た
１
８
６
９
年
（
明

治
２
）
か
ら
1
5
0
年
に
当
た
る
記
念

す
べ
き
年
だ
っ
た
。

　

開
拓
と
は
、
荒
れ
地
を
切
り
開
い
て

農
地
、
集
落
、
道
路
を
つ
く
り
、
移
住

し
て
農
業
を
営
み
生
活
す
る
こ
と
を
言

う
。
北
海
道
の
開
拓
も
多
く
の
苦
労
が

あ
っ
た
と
い
う
が
、
十
勝
地
方
（
以
下
、

十
勝
）（
注
）
は
今
や
日
本
最
大
の
食
糧
供

給
基
地
と
な
っ
て
い
る
。

　

２
０
１
５
年
（
平
成
27
）
の
十
勝
の
耕

地
面
積
は
25
万
５
０
０
０
ha
で
、
日
本

全
体
の
５
・
７
％
を
占
め
る
。
農
家
一

戸
当
た
り
の
耕
地
面
積
は
46 

ha
で
、
全

国
平
均
（
２
・
１
ha
）
の
22
倍
だ
。
農
家

一
戸
当
た
り
生
産
農
業
所
得
は
約
１
２

０
０
万
円
で
、
全
国
平
均
（
１
５
２
万
円
）

の
８
倍
。
農
家
が
も
う
か
る
の
だ
。

　

し
か
し
、
水
文
化
の
面
か
ら
見
る
な

ら
ば
、
十
勝
周
辺
は
20
種
類
以
上
の
火

山
灰
土
が
堆
積
す
る
排
水
不
良
土
壌
だ

民間開拓の歴史をもつ十勝。いまや日本有数の食糧供給地となった

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
を解き明かす連載です。

十勝を食糧王国に変えた
開拓群像 ─北海道 十勝
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っ
た
。
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
開
拓

者
た
ち
が
活
躍
し
て
き
た
の
か
。

輪
作
と
排
水
が

土
地
改
良
の
カ
ギ

「
も
と
も
と
十
勝
は
半
分
以
上
が
排
水

不
良
土
壌
で
し
て
、
最
初
の
こ
ろ
は
豆

を
主
体
と
し
た
作
物
体
系
だ
っ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
」
と
話
す
の
は
、
国
土
交

通
省
北
海
道
開
発
局
帯
広
開
発
建
設
部

農
業
整
備
課
の
野
口
俊
行
さ
ん
だ
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
は
小
豆
の
値
が

高
騰
し
「
赤
い
ダ
イ
ヤ
」
と
呼
ば
れ
競

っ
て
つ
く
ら
れ
た
。
し
か
し
、
豆
は
冷

害
に
弱
く
、
豆
類
連
作
に
よ
る
障
害
が

現
れ
は
じ
め
た
。
１
９
５
１
年
（
昭
和
26
）

に
設
立
さ
れ
た
北
海
道
開
発
局
は
、
昭

和
30
年
代
か
ら
排
水
改
良
事
業
を
大
規

模
に
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
寒
冷
地

作
物
と
呼
ば
れ
る
ビ
ー
ト
（
甜て
ん
さ
い菜
）、

馬
鈴
薯
が
加
わ
り
、
豆
、
小
麦
と
と
も

に
「
畑
作
四
品
」
の
輪
作
体
系
が
で
き

あ
が
り
、
地
力
を
維
持
し
な
が
ら
継
続

的
な
営
農
が
可
能
に
な
っ
た
。
排
水
事

業
は
、
畑
地
の
地
下
80
㎝
ほ
ど
の
深
さ

に
孔
の
空
い
た
管
を
通
す
と
土
中
の
水

分
が
管
に
抜
け
、
排
水
路
に
流
れ
て
い

く
。
こ
れ
が
暗あ
ん
き
ょ渠

排
水
で
、
暗
渠
排
水

が
普
及
す
る
前
は
、
畑
に
溝
を
掘
り
水

を
抜
い
て
い
た
。

　

現
在
は
、
例
え
ば
収
益
性
の
高
い
長

い
も
を
育
て
る
に
は
約
1
・
5
ｍ
の
深

さ
で
排
水
す
る
。
作
物
に
合
わ
せ
て
排

水
の
深
さ
も
変
え
ね
ば
な
ら
ず
、
攻
め

の
農
業
に
応
じ
て
排
水
も
工
夫
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
野
口
さ
ん
は
言
う
。

「
で
も
開
拓
の
初
期
は
用
水
施
設
は
な

く
、
天
水
頼
み
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
」

開
拓
の
象
徴
と
な
っ
た

先
駆
者・依
田
勉
三

　

帯
広
開
拓
の
先
駆
者
と
し
て
依よ

だ田
勉べ

ん

三ぞ
う

（
1
8
5
3
￨

1
9
2
5
）
の
名
前
は
、
地

元
で
は
有
名
だ
。
依
田
は
静
岡
県
西
伊

豆
松
崎
の
裕
福
な
農
家
の
三
男
坊
だ
。

東
京
で
慶
應
義
塾
大
学
に
学
び
北
海
道

開
拓
を
志
し
、
仲
間
と
と
も
に
開
拓
団

体
「
晩ば
ん
せ
い
し
ゃ

成
社
」
を
つ
く
り
、
１
８
８
３

年
（
明
治
16
）
５
月
に
帯
広
へ
入
っ
た
。

　

依
田
た
ち
は
苦
労
し
た
。
牧
畜
を
興

し
、
田
畑
を
拓
く
と
い
う
夢
の
も
と
、

多
数
の
事
業
を
試
し
て
い
る
。
で
ん
ぷ

ん
製
造
、
牧
場
経
営
、
バ
タ
ー
製
造
、

食
肉
加
工
、
函
館
で
の
牛
肉
店
営
業
と

手
を
広
げ
た
が
、
結
局
成
功
せ
ず
、
１

９
２
５
年
（
大
正
14
）
に
没
し
た
。

　

晩
成
社
の
小
作
だ
っ
た
人
は
後
に

「
晩
成
社
の
依
田
さ
ん
が
、
ミ
ノ
を
つ

け
ク
ワ
を
抱
え
て
い

る
銅
像
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
ん
な
姿
は
見

な
か
っ
た
。
立
派
な

背
広
を
着
て
、
農
場

に
回
っ
て
こ
ら
れ
た

も
の
で
す
。
…
依
田
さ
ん
は
な
か
な
か

温
厚
で
よ
い
人
だ
っ
た
が
、
何
を
や
っ

て
も
運
が
悪
い
の
か
成
功
し
な
か
っ

た
」
と
回
想
し
て
い
る
。

　

な
ぜ
成
功
事
業
を
残
さ
な
か
っ
た
の

に
依
田
勉
三
が
有
名
な
の
か
？ 

帯
広

百
年
記
念
館
学
芸
員
の
大
和
田
努
さ
ん

と
話
す
な
か
で
答
え
が
見
え
て
き
た
。

　

大
和
田
さ
ん
の
説
明
は
、
別
の
開
拓

者
た
ち
の
大
正
期
の
姿
か
ら
始
ま
る
。

「
十
勝
の
地
場
産
業
が
形
成
さ
れ
る
の
が

約
１
０
０
年
前
で
す
。
最
初
は
雑
穀
で

す
が
、
規
格
も
乾
燥
の
し
か
た
も
バ
ラ

バ
ラ
だ
っ
た
の
で
、
小
樽
の
商
人
に
安

く
買
い
た
た
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

地
元
で
検
査
し
て
計
画
的
に
出
荷
し
て

い
こ
う
と
『
帯
広
農
産
商
組
合
』
を
設

立
し
、
農
産
物
検
査
場
を
設
置
し
た
。

そ
れ
を
主
導
し
た
の
が
高
倉
安
次
郎
で

す
」
と
言
う
。
そ
の
高
倉
は
近
江
商
人

で
知
ら
れ
る
滋
賀
県
の
出
身
で
道
内
外

に
販
路
の
つ
て
を
も
っ
て
い
た
。
高
倉

は
ほ
か
に
も
帯
広
倉
庫
株
式
会
社
、
帯

広
電
気
株
式
会
社
、
帯
広
信
用
組
合

（
後
の
帯
広
信
用
金
庫
）
を
設
立
し
た
。
地
場

の
イ
ン
フ
ラ
、
産
業
制
度
を
整
え
た
地

域
資
本
家
だ
っ
た
。

　

観
光
面
で
同
様
の

役
割
を
担
っ
た
の
は
、

現
在
の
十
勝
毎
日
新

聞
の
創
業
主
だ
っ
た

林
豊ほ
う
し
ゅ
う洲で
あ
る
。
十

（注）十勝地方
帯広市を中心とする「1市・16町・2村」、
合わせて19の自治体で構成される。人口
は約34万人。

1十勝の農業を支える排水路（士
幌西部地区／提供：国土交通省
北海道開発局） 2国土交通省 
北海道開発局 帯広開発建設部 
農業整備課 課長の野口俊行さん 
3開拓団体「晩成社」を立ち上げ、
同志13戸27人を率いて十勝の開
拓に取り組んだ依田勉三（帯広百
年記念館蔵）

地上から40～50cmは耕土で埋め戻し、
そこから下の層は排水性をもたせるための
疎水材（砂利などの透水性のよいもの）で
埋め戻す。底には吸水のための管（素焼
きの土菅や小さな穴が空いた塩ビ管など）
を通す（北海道十勝総合振興局のHPな
どを参考に編集部作成）

北海道

新得町

清水町
音更町

士幌町

上
士
幌
町鹿

追
町

芽室町

中札内村 更別村

大樹町

広尾町

帯広市
浦幌町幕

別
町

池田町

豊頃町

本別町

足寄町

陸別町

十勝（19市町村） 暗渠排水のしくみ

埋め戻し土

疎水材

吸水管

80cm

40cm

40cm

2

1

3

十勝を食糧王国に変えた開拓群像
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勝
川
温
泉
の
開
発
や
各
地
の
絵
は
が
き

を
制
作
し
、
十
勝
の
観
光
化
を
大
正
末

〜
昭
和
初
期
に
進
め
た
。
背
景
に
は
、

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
開
拓
民
が
二
世
の

時
代
を
迎
え
「
地
元
ら
し
さ
」
を
つ
く

る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。「
産
業
だ
け

で
は
な
く
、
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
部
分
も

急
速
に
整
え
ら
れ
て
い
く
。
観
光
は
、

自
分
の
暮
ら
し
て
い
る
土
地
は
ど
の
よ

う
な
所
な
の
か
考
え
る
き
っ
か
け
を
与

え
ま
す
。
十
勝
は
特
徴
の
な
い
開
拓
地

か
ら
脱
皮
し
て
い
く
わ
け
で
す
」
と
大

和
田
さ
ん
は
指
摘
す
る
。

　

さ
ら
に
「
十
勝
ら
し
さ
」
を
象
徴
す

る
人
間
と
し
て
依
田
勉
三
を
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
し
た
人
物
が
い
た
。
大
和
田
さ
ん

は
「『
最
初
に
入
植
し
た
依
田
勉
三
は

地
域
の
先
駆
け
で
あ
る
』
と
が
ん
ば
っ

た
の
が
、
岐
阜
出
身
の
中
島
武ぶ

市い
ち

で
す
。

の
ち
に
市
議
会
議
員
や
商
工
会
議
所
会

頭
を
務
め
ま
す
。
晩
成
社
は
、
耕
す
だ

け
で
は
な
く
、
加
工
し
て
消
費
地
ま
で

送
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
た
と
こ
ろ
が
、

今
の
十
勝
の
人
の
心
に
響
き
ま
す
」
と

言
う
。

　

実
際
に
晩
成
社
は
夢
を
持
ち
込
ん
だ

が
、
手
工
業
的
な
団
体
か
ら
脱
皮
で
き

な
か
っ
た
。
一
方
、
高
倉
、
林
、
中
島

と
い
っ
た
イ
ン
フ
ラ
や
制
度
を
つ
く
っ

た
人
々
が
い
た
。

　

大
和
田
さ
ん
と
話
し
て
わ
か
っ
て
き

た
こ
と
。
そ
れ
は
、
十
勝
開
拓
が
、
依

田
勉
三
の
着
想
と
苦
労
だ
け
で
は
な
く
、

流
通
販
路
を
実
際
に
つ
く
り
、
消
費
市

場
か
ら
信
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
制
度

を
つ
く
っ
た
開
拓
資
本
家
た
ち
に
よ
っ

て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
だ
。

十
勝
ら
し
さ
を
体
現
す
る

全
国
区
の
製
菓
企
業

　

十
勝
ら
し
さ
を
体
現
し
て
い
る
企
業

の
一
つ
に
六
花
亭
製
菓
株
式
会
社
が
あ

る
。
創
業
者
は
小
田
豊
四
郎
（
1
9
1
6-

2
0
0
6
）。
叔
父
が
経
営
し
て
い
た
札
幌

千せ
ん

秋し
ゅ
う
あ
ん
庵
帯
広
支
店
の
経
営
を
１
９
３

７
年
（
昭
和
12
）
に
引
き
継
い
だ
。
１
９

５
２
年
（
昭
和
27
）
帯
広
開
拓
70
年
記
念

菓
子
を
市
か
ら
任
さ
れ
、「
ひ
と
つ
鍋
」

と
い
う
人
気
菓
子
を
創
作
。
依
田
勉
三

の
「
開
墾
の
は
じ
め
は
豚
と
ひ
と
つ

鍋
」
の
句
か
ら
と
っ
た
も
の
だ
。
１
９

７
７
年
（
昭
和
52
）
発
売
の
マ
ル
セ
イ
バ

タ
ー
サ
ン
ド
の
包
装
も
、
晩
成
社
の
デ

ザ
イ
ン
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
。

　

ホ
ワ
イ
ト
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
開
発
・
過

当
競
争
を
機
に
、
千
秋
庵
の
の
れ
ん
を

札
幌
本
店
に
返
し
、
１
９
７
７
年
に
六

花
亭
製
菓
（
以
下
、
六
花
亭
）
と
改
称
し
た
。

　

六
花
の
森
工
場
の
隣
に
札さ
つ
な
い内
川が

わ

の
伏

流
水
を
引
き
込
ん
だ
「
六
花
の
森
」
と

い
う
庭
園
が
あ
る
。
そ
の
管
理
を
行
な

っ
て
い
る
櫻さ
く
ら
や谷

康
宏
さ
ん
に
多
く
の
話

を
伺
っ
た
。
祖
父
は
福
井
県
出
身
の
酪

農
家
で
、
櫻
谷
さ
ん
自
身
は
六
花
亭
の

正
社
員
に
な
っ
た
。
創
業
者
・
小
田
豊

四
郎
、
長
男
で
前
社
長
の
小
田
豊
さ
ん

の
話
を
伺
っ
た
が
、「
六
花
亭
は
北
海
道

の
六
花
亭
な
ん
だ
。
売
り
上
げ
は
求
め

な
い
、
た
だ
し
世
間
に
出
し
て
も
恥
じ

な
い
、
お
い
し
く
て
安
心
し
て
食
べ
ら

れ
る
も
の
を
つ
く
っ
て
く
れ
」
と
い
う

前
社
長
の
言
葉
が
櫻
谷
さ
ん
の
口
か
ら

自
然
と
出
て
く
る
と
こ
ろ
に
感
じ
入
っ

た
。

　

六
花
亭
は
道
外
に
出
な
い
が
、
そ
の

こ
と
自
体
が
味
を
求
め
て
北
海
道
に
来

て
く
れ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
戦
略
に
な

っ
て
い
る
。
開
拓
者
た
ち
の
遺
産
を
う

4帯広市の中島公園にある開拓の祖・依田勉三の銅像 5バターを製造している晩成社のメンバーたち 6野積みされて出荷を待
つ雑穀 7十勝の産業振興に尽くした高倉安次郎 8大分県から移住した十勝毎日新聞の創業主、林豊洲 9依田勉三を開拓
の祖としてＰＲした中島武市（5～9帯広百年記念館蔵） �帯広百年記念館で学芸員を務める大和田努さん 
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ま
く
活
用
し
て
い
る
と
私
に
は
思
え
る
。

信
用
金
庫
が
育
て
る

未
来
を
拓
く
人
材
た
ち

　

高
倉
安
次
郎
が
つ
く
っ
た
帯
広
信
用

金
庫
は
金
融
業
務
の
ほ
か
に
、
起
業
者

を
育
成
す
る
「
と
か
ち
・
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
２
０
１
５
年
か
ら
２
０
１
８
年

度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
は
７
社
。
そ
の

事
業
も
農
家
ア
ル
バ
イ
ト
マ
ッ
チ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
、
複
数
会
社
副
業
型
就
業
マ

ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
、
十
勝
の
ア
ウ
ト

ド
ア
D
M
O
（
観
光
地
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
組
織
）、

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
旅
行
企
画
、
小
型
航

空
機
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
、
十
勝

移
住
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
、
皮
革
な
ど
の

ア
ウ
ト
ド
ア
家
具
の
製
造
販
売
ほ
か
全

14
事
業
に
及
ぶ
。

　

こ
の
起
業
支
援
と
十
勝
開
拓
者
ス
ピ

リ
ッ
ト
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
？

営
業
推
進
部
経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

室
室
長
の
三
品
幸
広
さ
ん
は
「
つ
な
が

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」
と
言
う
。

「
十
勝
は
民
間
開
拓
の
歴
史
を
も
っ
て

い
る
。
晩
成
社
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ

た
。
そ
う
い
う
の
を
乗
り
越
え
て
自
分

た
ち
で
や
る
し
か
な
い
と
い
う
気
持
ち

は
、
あ
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
周
囲

を
あ
て
に
し
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
地

域
の
な
か
に
あ
る
も
の
、
自
分
た
ち
で

で
き
る
も
の
、
好
き
な
も
の
で
事
業
に

す
れ
ば
い
い
と
貫
き
通
す
。
ど
ん
な
荒

れ
地
で
も
粘
り
強
く
開
拓
し
て
い
っ
た

先
に
自
分
の
目
指
す
世
界
が
あ
る
と
い

う
感
覚
は
あ
る
と
思
う
し
、
私
も
プ
ロ

グ
ラ
ム
メ
ン
バ
ー
に
も
言
っ
て
い
ま

す
」
と
語
っ
た
。

　

さ
ら
に
常
務
執
行
役
員
の
秋
元
和
夫

さ
ん
、
地
域
経
済
振
興
部
副
部
長
の
太

田
智
也
さ
ん
は
「
農
業
の
多
様
化
が
重

要
」
と
言
う
。
一
般
に
農
家
は
Ｊ
Ａ
バ

ン
ク
か
ら
融
資
を
受
け
る
が
、
多
様
な

作
物
を
多
様
な
販
路
へ
広
げ
た
い
と
思

う
経
営
者
は
そ
れ
以
外
の
金
融
機
関
を

意
識
し
は
じ
め
た
。
必
要
に
応
じ
て
仲

介
者
を
務
め
た
高
倉
安
次
郎
の
精
神
は
、

今
も
生
き
て
い
る
よ
う
だ
。

過
去
の
失
敗
は

後
世
へ
の
宿
題
か
？

　

自
分
た
ち
で
開
拓
す
る
。
こ
の
歴
史

と
文
化
は
現
在
も
資
産
と
な
っ
て
生
き

て
い
る
。
開
拓
群
像
を
見
る
と
、
失
敗

を
重
ね
た
依
田
勉
三
や
、
イ
ン
フ
ラ
を

つ
く
っ
た
開
拓
資
本
家
た
ち
。
さ
ま
ざ

ま
な
開
拓
者
た
ち
は
協
力
・
結
束
し
、

一
大
食
糧
生
産
地
を
生
ん
だ
。
そ
し
て

現
代
、
付
加
価
値
を
生
む
食
品
加
工
か

ら
十
勝
は
ス
イ
ー
ツ
王
国
と
も
呼
ば
れ
、

若
い
世
代
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
制
御
の
ト
ラ
ク
タ

ー
を
使
い
、
Ａ
Ｉ
農
業
を
営
ん
で
い
る

者
も
い
る
。

　

依
田
勉
三
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、

開
拓
者
た
ち
は
イ
ン
フ
ラ
と
制
度
を
整

え
、
後
発
者
は
事
業
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か

ん
だ
。
そ
う
考
え
る
と
「
成
功
し
な

い
」
は
「
失
敗
す
る
」
で
は
な
く
「
解

決
す
べ
き
課
題
を
残
す
」
と
い
う
次
世

代
へ
の
宿
題
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

か
と
も
思
え
る
。
本
人
は
失
敗
と
思
っ

て
い
て
も
。（

２
０
１
９
年
８
月
21
～
23
日
取
材
）

十勝を食糧王国に変えた開拓群像

参考文献 帯広市史編纂委員会『帯広市史』（2003）
十勝毎日新聞社七十年史編集委員会『十勝毎日新聞七十年史』（1989）
北海道新聞社帯広報道部編『十勝人』（北海道新聞社 1988）
上條さなえ（作）、山中冬児（絵）『お菓子の街をつくった男』（文渓堂 1999）

�六花亭製菓株式会社が2007年に開設した「六花の森」。同社の花柄包装紙で馴染み深い草花が育てられている 
�「六花の森」の管理を担う櫻谷康宏さん。酪農家から転身した �帯広信用金庫 営業推進部 経営コンサルティング室で
室長を務める三品幸広さん �帯広信用金庫 常務執行役員の秋元和夫さん �地域経済振興部副部長の太田智也さんと、
地域経済の活性化を図る「とかち酒文化再現プロジェクト」で生まれた地酒「十勝晴れ」

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

た
く
さ
ん
失
敗
し
な
い
と
成
功
し
な

い
。
こ
れ
は
現
代
も
使
わ
れ
る
起
業

者
へ
の
金
言
だ
が
、
粘
り
強
さ
だ
け

で
は
な
く
、
自
分
の
失
敗
は
後
世
を

助
け
る
公
共
財
と
も
な
る
。
こ
う
し

た
心
根
こ
そ
が
開
拓
者
の
条
件
だ
。

11

1215 14 13
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寒
気
に
さ
ら
し
た

も
ち
米
の
粉

　

さ
ら
っ
と
し
た
透
明
な
蜜
の
な
か
に
、

小
ぶ
り
な
白
玉
が
沈
ん
で
い
る
。
ス
プ

ー
ン
で
す
く
っ
て
口
に
入
れ
る
と
、
ほ

ん
の
り
甘
く
て
冷
た
い
蜜
と
、
も
ち
も

ち
し
た
白
玉
の
食
感
が
絡
み
合
う
。

　

こ
こ
は
雲
仙
岳
の
東
に
広
が
る
長
崎

県
島
原
市
。
至
る
と
こ
ろ
か
ら
水
が
湧

き
出
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
島
原
で
、
ソ

ウ
ル
フ
ー
ド
と
も
呼
ば
れ
る
お
や
つ
が

こ
の
「
か
ん
ざ
ら
し
」
だ
。

「
も
ち
米
を
冬
の
寒
気
に
さ
ら
し
て
つ

く
っ
た
白
玉
粉
を
『
か
ん
ざ
ら
し
粉
』

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
寒
い
時
期
に
つ
く

る
の
は
、
腐
り
に
く
い
、
虫
が
わ
き
に

く
い
か
ら
。
か
ん
ざ
ら
し
粉
に
島
原
の

湧
水
を
加
え
て
練
っ
て
丸
め
て
ゆ
で
て
、

さ
ら
に
湧
水
で
冷
や
し
た
だ
ん
ご
を
、

蜜
に
か
ら
め
て
食
べ
る
の
で
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
島
原
観
光
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会
の
会
長
を
務
め
る

相
良
信
一
さ
ん
。
相
良
さ
ん
は
名
水
百

選
に
も
選
ば
れ
た
海
岸
沿
い
の
湧
水
地

「
浜
の
川
湧
水
」
の
そ
ば
で
生
ま
れ
育

っ
た
。
か
ん
ざ
ら
し
を
メ
ニ
ュ
ー
に
載

せ
最
初
に
提
供
し
た
飲
食
店
「
銀
水
」

も
浜
の
川
湧
水
の
脇
に
あ
り
、
日
に
１

８
０
０
ト
ン
湧
く
同
じ
水
を
使
う
。

「
銀
水
は
入
江
ギ
ン
さ
ん
が
は
じ
め
た

お
店
で
、
大
正
時
代
か
ら
か
ん
ざ
ら
し

を
提
供
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
孫
の
ハ

ツ
ヨ
シ
さ
ん
が
店
を
継
ぎ
、
１
９
９
７

年
（
平
成
９
）
の
夏
ま
で
営
業
し
て
い
ま

し
た
（
注
）」

　

相
良
さ
ん
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
か
ん

ざ
ら
し
は
家
に
お
客
さ
ん
が
来
た
と
き

島原のソウルフードとも称される「かんざらし」

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
、
豊
か

な
湧
水
で
知
ら
れ
る
長
崎
県
島
原
市
で
長

年
食
べ
ら
れ
て
い
る
伝
統
的
な
お
や
つ

「
か
ん
ざ
ら
し
」
を
紹
介
し
ま
す
。

湧
き
水
が
育
ん
だ
お
や
つ

か
ん
ざ
ら
し

か
ん
ざ
ら
し
（
長
崎
県
島
原
市
） 14

水の文化 63号　食の風土記
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に
食
べ
る
特
別
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

「
か
ん
ざ
ら
し
は
家
庭
で
も
つ
く
り
ま

し
た
が
、
家
族
だ
け
で
食
べ
る
よ
り
も

『
つ
く
っ
た
よ
！
』
と
親
戚
に
配
る
こ

と
が
多
か
っ
た
で
す
。
だ
か
ら
自
分
の

家
に
か
ん
ざ
ら
し
が
届
く
と
う
れ
し
く

て
ね
」
と
相
良
さ
ん
は
笑
っ
た
。

湧
き
水
に
さ
ら
し
て

白
玉
を
柔
ら
か
く

　

か
ん
ざ
ら
し
の
実
際
の
つ
く
り
方
は
、

島
原
の
中
心
市
街
地
に
あ
る
万よ
ろ
ず
ま
ち町の

古

民
家
喫
茶
店
「
し
ま
ば
ら
水
屋
敷
」
で

見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

し
ま
ば
ら
水
屋
敷
は
明
治
期
の
和
洋

折
衷
の
建
物
。
店
主
の
石
川
俊
男
さ
ん

の
祖
母
が
か
つ
て
は
住
ん
で
い
た
。
庭

に
は
湧
水
を
湛
え
た
大
き
な
池
が
あ
る
。

石
川
さ
ん
は
「
提
供
す
る
か
ん
ざ
ら
し

や
水
出
し
コ
ー
ヒ
ー
は
す
べ
て
湧
水
で

つ
く
っ
て
い
ま
す
」
と
言
う
。

　

厨
房
で
は
、
奥
様
の
正
美
さ
ん
が
白

玉
の
粉
に
水
を
加
え
て
練
っ
て
鍋
に
入

れ
て
い
た
。
手
際
よ
く
一
つ
ず
つ
手
で

丸
め
、
沸
騰
し
た
湯
に
入
れ
、
浮
き
上

が
っ
て
き
た
ら
水
に
さ
ら
す
。

「
出
来
立
て
の
白
玉
は
硬
い
の
で
す
が
、

水
に
さ
ら
す
こ
と
で
柔
ら
か
く
な
り
ま

す
。
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
と
芯
が
で
き
て

し
ま
っ
て
お
い
し
く
な
い
の
で
、
１
時

間
く
ら
い
水
に
さ
ら
し
た
も
の
を
お
客

さ
ま
に
お
出
し
し
て
い
ま
す
」
と
石
川

さ
ん
。
一
年
中
温
度
が
変
わ
ら
な
い
湧

き
水
が
、
ふ
ん
だ
ん
に
使
え
る
島
原
な

ら
で
は
の
お
や
つ
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、
蜜
の
つ
く
り
方
は
秘
密
だ
。

実
は
、
銀
水
の
ハ
ツ
ヨ
シ
さ
ん
も
蜜
の

つ
く
り
方
だ
け
は
誰
に
も
教
え
な
か
っ

た
。
石
川
さ
ん
も
島
原
育
ち
。「
銀
水
に

は
よ
く
遊
び
に
行
き
ま
し
た
。
ハ
ツ
ヨ

シ
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
か
ん
ざ
ら
し
を
手
本

に
、
白
玉
は
小
粒
、
蜜
は
甘
さ
控
え
め

に
し
て
い
ま
す
」

火
山
の
脅
威
を

乗
り
越
え
て　

　

相
良
さ
ん
が
生
ま
れ
育
っ
た
浜
の
川

湧
水
と
石
川
さ
ん
が
営
む
し
ま
ば
ら
水

屋
敷
。
い
ず
れ
の
湧
水
も
、
雲
仙
岳
の

噴
火
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
（
ｐ
42
～
44

参
照
）。
家
業
の
呉
服
屋
を
継
ぐ
は
ず
だ

っ
た
石
川
さ
ん
が
商
売
替
え
し
た
の
は
、

１
９
９
１
年
（
平
成
３
）
に
活
発
化
し
た

噴
火
活
動
で
死
を
意
識
し
た
か
ら
。「
私

が
や
り
た
い
の
は
故
郷
の
島
原
を
元
気

に
す
る
こ
と
。
ま
ず
は
交
流
人
口
を
増

や
そ
う
と
水
屋
敷
を
公
開
し
ま
し
た
」

と
石
川
さ
ん
。
ガ
イ
ド
を
務
め
る
相
良

さ
ん
も
、
雲
仙
岳
の
歴
史
と
暮
ら
し
を

包
み
隠
さ
ず
話
し
て
い
る
。

　

か
ん
ざ
ら
し
は
市
内
約
10
店
舗
で
楽

し
め
る
。
島
原
の
火
山
と
水
に
思
い
を

馳
せ
つ
つ
、
食
べ
歩
い
て
み
た
い
。

（
２
０
１
９
年
３
月
21
日
取
材
）

（注）銀水
1998年以降は空き家だったが、島原市
が土地と建物を取得し、2016年（平成
28）8月にリニューアルオープン。

取材協力：しまばら水屋敷
長崎県島原市万町513 中央街アーケード内
Tel.0957-62-8555(11:00ごろ～16:30ごろ／不定休）

かんざらし(白玉)
のつくり方

1手前が「浜の川湧水」、奥が3年前に復活した「銀水」。浜の川の名
は「浜に湧き、すぐ川になって海に注ぐ」さまから付けられた 2島原観
光ボランティアガイドの会の会長、相良信一さん。浜の川町内会の会
長も兼務する 3きよらかな水が湧く浜の川湧水。1792年（寛永4）に
眉山が崩壊して海が埋まり、海中で湧いていた水が浜に湧き出した。
硬度90mg/Lの中軟水で、水年齢は32年ほど 4かんざらしを提供す
る「しまばら水屋敷」。1階が和風、後から建て増しした2階が洋風。庭
の池はすべて湧水で、かんざらしにも用いている。広間から眺める庭園
の景色がすばらしい 5観光客を呼び込む拠点にしたいと、祖母の家
を「しまばら水屋敷」として公開した石川俊男さん

234

1

白玉粉に湧水を加えて
練り上げる

練った塊を少しずつ
ちぎって湯のなかへ

入れる

白玉が
浮き上がってきたら

ＯＫ

浮き上がっただんごは
湧き水を汲んだ別の
容器に移して冷やす

1

2

3

4

5

湧き水が育んだおやつ　かんざらし
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水の文化 63号　城下町と水の聖地 38

「
水
の
聖
地
」か
ら
探
る

都
市
の
成
り
立
ち

　

日
本
に
お
け
る
城
は
、
時
代
と
と
も

に
山
城
か
ら
平
山
城
、
平
城
へ
と
変
化

し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
城
は
い
ず
れ

も
往
時
の
為
政
者
が
地
形
や
地
質
に
基

づ
き
選
ん
だ
場
所
で
あ
る
。
そ
し
て
武

家
が
政
権
を
握
っ
て
い
た
鎌
倉
時
代
以

降
、
領
主
が
居
住
す
る
城
を
中
心
に
家

臣
や
商
工
業
者
が
住
み
、
城
下
町
が
生

ま
れ
た
。
そ
の
最
大
の
も
の
が
江
戸
、

す
な
わ
ち
今
の
東
京
で
あ
る
。

　

古
来
、
人
々
は
飲
み
水
を
確
保
で
き

る
場
所
を
選
ん
で
は
移
り
住
ん
で
き
た
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
城
下
町
も
例
外
で
は

な
い
。
髙
村
さ
ん
は
、
城
が
置
か
れ
城

下
町
と
な
っ
て
栄
え
た
理
由
を
、
水
に

ま
つ
わ
る
神
社
や
祠
な
ど
聖
な
る
場
か

中心となる聖地
湧水、歴史性

都市領域
都市領域の設定、水神

環境領域
環境空間の把握、水神

長崎

佐世保

長崎県

島原市

右が山の神「大山祗神（おおやまづみのかみ）」、左が
水の神「水波之賣神（みずはめのめがみ）」が祀られて
いる岩戸（いわど）神社の洞穴。洞穴からは水が流れて
おり、縄文時代以前からの住居跡と推定される

「水の聖地」概念図
髙村雅彦さん提供の資料をもとに編集部作図

島原城下町を
「水の聖地」から読み解く

「
水
の
文
化
」
先
進
研
究  

城
下
町
と
水
の
聖
地
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島原城下町を「水の聖地」から読み解く39

ら
探
る
こ
と
で
、
現
在
の
都
市
の
形
成

に
つ
な
が
る
構
造
が
鮮
明
に
わ
か
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

「
私
が
長
年
取
り
組
ん
で
い
る
水
の
都

市
、
い
わ
ゆ
る
『
水
都
』
を
読
み
解
く

研
究
に
は
、
河
川
や
運
河
、
港
湾
、
防

災
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
水
が
本
来
備
え
て
い
る

精
神
性
が
水
都
の
成
立
に
ど
う
影
響
し

て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と

し
て
、
日
本
の
城
下
町
を
対
象
に
神
社

や
祠
な
ど
『
聖
な
る
場
所
』
に
着
目
し

た
の
で
す
」（
髙
村
さ
ん
）

　

城
下
町
と
い
う
都
市
空
間
に
対
し
て
、

水
に
依
拠
す
る
聖
地
が
ど
の
よ
う
に
成

り
立
っ
て
い
る
の
か
。
髙
村
さ
ん
は
次

の
三
つ
の
特
徴
を
見
出
し
た
。

①
為
政
者
が
自
然
環
境
に
対
し
て
秩
序

を
見
出
し
、
都
市
の
枠
組
み
を
「
環
境

領
域
」
と
し
て
定
め
る
。

②
自
然
と
都
市
の
境
界
に
水
の
聖
地
を

祀
り
、
そ
の
分
布
か
ら
「
都
市
領
域
」

を
設
定
す
る
。

③
湧
水
な
ど
の
水
場
が
「
水
神
」
な
ど

民
衆
の
信
仰
の
対
象
と
な
り
、
同
時
に

共
同
体
を
支
え
る
求
心
力
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
自
然
や
古
代
中

世
の
基
層
構
造
の
う
え
に
近
世
の
生
活

文
化
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
研
究
の
一

端
を
知
る
た
め
、
島
原
城
を
擁
す
る
長

崎
県
を
髙
村
さ
ん
と
訪
ね
た
。

N

髙村 雅彦 さん
たかむら  まさひこ　　　

法政大学デザイン工学部教授
江戸東京研究センター プロジェクトリーダー

1964年北海道生まれ。法政大学大学院博士課程修了。
2008年より法政大学デザイン工学部建築学科教授。専門
はアジア都市史・建築史。1999年前田工学賞、2000年建
築史学会賞を受賞。2013年上海同済大学客員教授。主な
編著書に『水都学Ⅰ～Ⅴ』（法政大学出版局、2013年～
2016年）、『タイの水辺都市―天使の都を中心に―』（法政
大学出版局 2011）、『中国江南の都市とくらし　水のまちの
環境形成』（山川出版社 2000）など。

1616年（元和2）に大和（奈良県）五条から島原に移封した松
倉豊後守重政が1618年から7年ほどの歳月を費やして築いた
島原城

髙村研究室提供の資料および『カシミール３Ｄ』をもとに編集部作図

日本には古代以降に成立した城が数多く存在し、その数
は４万ともいわれる。「城フェス」なるものが開かれ、城
好きな女性たちが「城ガール」と呼ばれるように、今も城
そのものへの関心は高いが、城を拠点に発達した城下町
を地形や地質に基づく「水への精神性」の視点から読み解
こうとする人はいない。「水から読み解く城下町」を調べ
ている法政大学デザイン工学部教授の髙村雅彦さんの研
究について、長崎県の島原城下町を舞台として紹介する。
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「
環
境
領
域
」を

半
島
の
洞
穴
に
見
る

　

ま
ず
は
「
環
境
領
域
」
だ
。

　

昼
な
お
暗
き
参
道
を
歩
く
と
、
大
き

な
洞
穴
の
前
に
祠
が
あ
っ
た
。「
岩
戸
神

社
」
の
本
殿
だ
。
し
か
し
髙
村
さ
ん
は

「
こ
ち
ら
に
来
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？
」

と
そ
の
右
手
に
あ
る
窪
地
へ
と
誘
う
。

小
さ
な
洞
穴
が
二
つ
あ
り
、
祠
も
あ
る
。

こ
れ
が
、
岩
戸
神
社
が
こ
の
地
の
「
環

境
領
域
」
で
あ
る
証
な
の
だ
と
言
う
。

「
奥
の
洞
穴
に
は
山
の
神
『
大
お
お
や
ま
づ
み
の
か
み

山
祗
神
』

が
、
手
前
の
洞
穴
に
は
水
の
神
『
水み
ず
は
め波

之の
め
が
み

賣
神
』
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
環
境

領
域
の
特
徴
は
二
つ
あ
っ
て
、
一
つ
は

水
が
出
る
場
所
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
が

水
源
と
な
っ
て
人
々
を
潤
す
の
で
水
の

神
様
を
祀
り
ま
す
。
二
つ
め
は
、
水
が

出
る
場
所
は
山
と
の
境
界
で
も
あ
る
の

で
山
の
神
様
も
祀
る
の
で
す
」

　

髙
村
さ
ん
に
よ
る
と
、
東
京
な
ら
ば

練
馬
区
の
三さ
ん

宝ぽ
う

寺じ

池い
け

、
杉
並
区
の
善
福

寺
池
な
ど
に
も
山
と
水
の
神
様
が
い
る
。

つ
ま
り
江
戸
の
環
境
領
域
だ
。

　

た
だ
し
、
岩
戸
神
社
は
島
原
市
の
隣
、

雲
仙
市
瑞
穂
町
の
環
境
領
域
と
な
る
。

「
こ
こ
は
わ
か
り
や
す
い
場
所
な
の
で

す
。
実
は
、
島
原
城
下
の
環
境
領
域
を

示
す
神
社
は
度
重
な
る
雲
仙
岳
（
注
１
）

の
噴
火
で
地
形
と
地
質
が
大
き
く
変
わ

っ
た
た
め
、
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
た
だ
し
都
市
領
域
は
残
っ
て
い
ま

す
の
で
、
次
は
そ
こ
に
向
か
い
ま
す
」

島
原
城
下
を
潤
し
た

「
都
市
領
域
」の
神
社

　

島
原
城
下
の
都
市
領
域
を
示
す
場
所

の
な
か
で
「
温
泉
熊
野
神
社
」
を
訪
ね

た
。
１
６
１
８
年
（
元
和
４
）
か
ら
７
年

の
歳
月
を
か
け
て
築
か
れ
た
島
原
城
の

そ
ば
に
、
下か

し士
を
ま
と
め
て
住
ま
わ
せ

た
武
家
屋
敷
が
残
る
。
こ
の
武
家
屋
敷

は
１
６
６
９
年
（
寛
文
９
）
に
松
平
忠
房

が
藩
主
と
し
て
入
封
し
て
か
ら
街
路
に

水
路
を
引
い
た
の
だ
が
、
そ
の
水
源
が

温
泉
熊
野
神
社
。
訪
問
時
、
あ
い
に
く

湧
水
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
（
注
２
）、

重
要
な
水
源
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。

「
武
家
屋
敷
に
水
を
供
給
し
て
い
た
た

め
、
水
奉
行
が
管
理
し
た
場
所
で
す
。

天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
と
氏
神
の
二
神
が
祀
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
氏
神
と
は
水
の
神
『
水

波
之
賣
神
』
で
は
な
い
か
と
に
ら
ん
で

い
ま
す
」

　

温
泉
熊
野
神
社
と
同
じ
く
島
原
城
下

の
都
市
領
域
を
示
す
の
が
水
神
を
祀
る

「
江え

里さ
と

神
社
」
だ
。
御
神
木
の
大
楠
の

根
元
か
ら
水
が
湧
き
出
し
、
苔
む
し
た

石
組
み
が
下
方
へ
と
水
を
導
く
。

「
江
里
神
社
は
ず
い
ぶ
ん
調
べ
ま
し
た

が
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
建
立
さ
れ

た
も
の
な
の
か
判
然
と
し
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
山
の
出
っ
張
り
の

縁
か
ら
水
が
出
て
い
る
場
所
に
は
水
神

が
祀
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
と
て
も
多

い
の
で
、
私
た
ち
の
研
究
室
で
は
こ
う

し
た
場
所
を
『
縁へ
り

理
論
』
と
名
づ
け
て

い
ま
す
」
と
髙
村
さ
ん
。

　

温
泉
熊
野
神
社
も
江
里
神
社
も
は
っ

き
り
し
た
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
し
か

し
、
裏
返
せ
ば
そ
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
あ

っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

移
動
す
る
水
神
と

変
わ
ら
ぬ
信
仰
心

　

縁
理
論
に
合
致
し
、
ま
た
湧
水
が
信

仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
場
所
は
、
島

原
城
下
に
数
多
く
あ
る
。

1

3

45

2

4 石碑が建てられている宇土出口湧水。かつて野菜を育
てる農家の人たちがここで水を汲んでは軽トラックに積ん
で畑まで運んだという　5 本村商店の敷地内にある湧水
と水神の石碑。石碑の1つには「水神社」と刻まれている

1 町筋の中央を水が流れる島原城の武家
屋敷。温泉熊野神社を水源とし、水奉行の
管理のもと飲料水として使っていた　2 武
家屋敷から北へ約2kmの距離にある温泉
熊野神社と水のない水路。開発が進んだ
関係で数年前から湧水の量が減っている
3 雲仙岳からの湧水が湧く江（恵）里神社。
湧水量は1日1万3000トンとされる



6 藩主・松平忠房が武家屋敷一帯の生活用水として設
置した御用御清水。三の丸の用水として建設されたもの
7 湧水を南北の二方向に分けるために設けられた「量
石」。南側（左）に流れる水は今も使われている
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眉山岩屑なだれ堆積物
1792 年（島原大変） 

天狗山溶岩
約 4600 年前

平成噴火の噴出物
1991-1995 年

七面山溶岩
約 4600 年前

島原岩屑なだれ堆積物
約 4600 年前

古期雲仙火山の噴出物
約 50 万～30 万年前

六ツ木火砕流堆積物
約 4000 年前

眉山崩壊ライン

眉山岩屑なだれ堆積物
1792 年（島原大変） 

眉山崩壊ライン
島原大変前の海岸線

天狗山溶岩
約 4600 年前

平成噴火の噴出物
1991-1995 年

七面山溶岩
約 4600 年前

島原岩屑なだれ堆積物
約 4600 年前

古期雲仙火山の噴出物
約 50 万～30 万年前

六ツ木火砕流堆積物
約 4000 年前

島原城下町を「水の聖地」から読み解く41

　

江
里
神
社
か
ら
海
の
方
へ
下
っ
た

「
宇
土
出
口
湧
水
」
は
、
崖
下
に
あ
り

ま
さ
に
「
縁
」
だ
。
豊
か
な
水
が
湧
き

出
し
て
お
り
、
ま
る
で
池
の
よ
う
に
溜

め
ら
れ
た
水
場
の
中
央
に
「
韋い

塚づ
か

」
と

彫
ら
れ
た
石
碑
が
立
つ
。

　

宇
土
出
口
湧
水
の
す
ぐ
脇
に
あ
る
本

村
商
店
の
お
か
み
さ
ん
に
よ
る
と
、
こ

の
水
場
は
今
で
も
町
内
の
人
た
ち
が
定

期
的
に
掃
除
し
、
献
花
も
し
て
い
る
そ

う
だ
。
さ
ら
に
本
村
商
店
の
敷
地
内
に

も
水
が
湧
い
て
お
り
水
神
が
二
つ
祀
っ

て
あ
る
。
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
髙
村

さ
ん
は
、
水
神
の
一
つ
に
「
水
神
社
」

と
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

「
こ
れ
は
珍
し
い
！ 

ふ
つ
う
は
『
水

神
』
の
二
文
字
だ
け
で
す
か
ら
。
か
つ

て
は
お
社
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す

か
？
」
と
お
か
み
さ
ん
に
尋
ね
る
。

「
も
と
も
と
こ
こ
は
川
の
よ
う
に
な
っ

て
い
て
、
真
ん
前
に
水
神
さ
ま
が
二
つ

あ
り
ま
し
た
。
道
路
の
移
設
が
決
ま
り

つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
水
神

さ
ま
を
少
し
だ
け
移
動
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
の
で
す
」
と
お
か
み
さ
ん
は
言
う
。

　

宇
土
出
口
湧
水
の
南
側
に
あ
る
「
生

穂
神
社
」
は
、
１
９
９
１
年
９
月
の

「
平
成
３
年
台
風
第
19
号
」
に
よ
っ
て

社
が
壊
れ
た
た
め
崖
の
上
か
ら
下
に
移

し
た
そ
う
だ
。
石
の
鳥
居
に
は
１
７
７

３
年
（
明
和
９
）
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
古

く
か
ら
雲
仙
岳
の
伏
流
水
が
湧
く
場
所

で
、
昔
も
今
も
住
民
に
よ
っ
て
維
持
さ

れ
て
い
る
事
実
を
示
す
。
湧
水
が
「
水

神
」
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
そ
の
維
持
活

動
が
共
同
体
も
支
え
て
い
る
と
い
う
構

造
が
わ
か
る
。

火
山
活
動
に
よ
る

自
然
の
脅
威
と
恵
み

　

島
原
城
下
の
湧
水
は
雲
仙
岳
の
伏
流

水
だ
。
例
え
ば
、
武
家
屋
敷
に
は
熊
野

温
泉
神
社
か
ら
湧
く
水
の
ほ
か
に
、「
御ご

用よ
う

御お

清し

水み
ず

」
が
あ
る
。
す
ぐ
そ
ば
に
は

髙
村
さ
ん
が
調
査
時
に
お
世
話
に
な
っ

た
松
本
邸
か
ら
湧
く
水
が
「
量は
か
り
い
し石」
か

N

67

（注1）雲仙岳
長崎県南東部の島原半島中部にある火
山群の総称。活火山で常時観測火山。温
泉岳とも書く。普賢岳（1359m）、国見岳

（1347m）、妙見岳（1333m）などから成る。

（注2）温泉熊野神社の湧水
島原市しまばら観光おもてなし課によると、
温泉熊野神社の湧水が乏しくなったため、
今、武家屋敷の水路には別の水系から水
を引き入れているという。

島原城下の噴火の履歴と海岸線の変遷
髙村研究室提供の資料および国土地理院基盤地図情報「長崎」をもとに編集部作図
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ら
南
北
二
方
向
に
分
水
さ
れ
て
お
り
、

南
側
の
水
路
は
今
も
雑
用
水
や
農
業
用

水
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
豊
か
な
湧
水
を
語
る
う
え

で
避
け
て
通
れ
な
い
の
が
、
雲
仙
岳
の

火
山
活
動
だ
。
島
原
の
湧
水
群
の
多
く

は
、
１
７
９
２
年
（
寛
永
４
）
の
噴
火
に

伴
う
群
発
地
震
お
よ
び
城
下
町
の
背
後

に
そ
び
え
る
眉ま
ゆ
や
ま山

が
崩
壊
（
眉
山
崩
れ
）

し
た
「
島
原
大
変
」（
注
３
）
で
生
ま
れ
た

も
の
。
眉
山
か
ら
の
土
石
流
は
城
下
町

を
直
撃
し
、
12
・
４
㎢
を
埋
め
尽
く
し

て
海
中
に
な
だ
れ
落
ち
、
津
波
ま
で
引

き
起
こ
す
大
惨
事
と
な
っ
た
。
陥
没
し

た
土
地
に
雲
仙
岳
の
伏
流
水
が
満
ち
て

で
き
た
の
が
上
水
道
の
主
要
な
水
源

「
白し
ら
ち
こ

土
湖
」。
ま
た
、
島
原
全
体
の
氏
神

で
あ
る
猛た
け
し
ま島

神
社
も
、
海
に
浮
か
ぶ

陸り
く
け
い
と
う

繋
島
か
ら
地
続
き
へ
と
変
貌
し
た
。

「
島
原
大
変
前
の
図
面
を
見
る
と
、
猛

島
神
社
か
ら
続
い
て
東
照
宮
が
あ
り
、

さ
ら
に
松
島
弁
財
天
宮
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
島
原
城
が
築
か
れ
る
前
か
ら

水
が
湧
く
聖
地
で
し
た
。
猛
島
神
社
に

は
水
神
様
が
10
体
ほ
ど
祀
ら
れ
て
い
て
、

地
形
的
に
は
バ
リ
島
に
あ
る
タ
ナ
ロ
ッ

ト
寺
院
（
注
４
）
と
似
て
い
ま
す
ね
」

　

島
原
大
変
の
土
石
流
は
、
城
の
南
側

に
あ
る
町
人
地
の
大
半
を
埋
め
て
し
ま

い
、
海
辺
も
陸
地
化
す
る
な
ど
城
下
の

地
形
を
大
き
く
変
え
た
。
地
質
も
変
化

し
た
こ
と
で
、
雲
仙
岳
の
山
頂
付
近
に

降
っ
た
雨
が
伏
流
水
と
な
り
、
市
内
各

所
に
湧
き
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

「
眉
山
崩
れ
で
溶
岩
が
流
れ
込
み
ま
し

た
。
溶
岩
は
非
常
に
重
い
の
で
、
そ
の

下
に
あ
っ
た
地
下
水
脈
に
圧
力
が
か
か

り
、
地
中
の
割
れ
目
か
ら
水
が
噴
き
出

し
た
。
つ
ま
り
、
島
原
城
下
は
災
難
と

恩
恵
の
両
方
を
受
け
た
ま
ち
な
の
で
す
」

　

髙
村
さ
ん
た
ち
は
島
原
大
変
の
前
後

の
古
地
図
を
見
比
べ
、
ま
た
現
地
を
歩

い
て
「
眉
山
崩
壊
ラ
イ
ン
」
を
設
定
。

土
石
流
に
覆
わ
れ
た
地
に
湧
水
が
多
い

こ
と
を
確
認
し
、
図
面
化
も
し
て
い
る
。

　

自
然
の
脅
威
と
恵
み
と
い
う
相
反
す

る
も
の
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

住
民
は
水
神
を
祀
り
、
供
え
物
を
欠
か

さ
な
い
の
だ
。

水
へ
の
認
識
を
変
え
た

豪
商
た
ち
の
湧
水
庭
園

　

髙
村
さ
ん
の
研
究
室
で
は
、
か
つ
て

「
島
原
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
題
し
て
、

江
戸
時
代
か
ら
続
く
漁
師
町
、
明
治
時

代
に
石
炭
の
輸
送
拠
点
と
し
て
栄
え
た

湊
新
地
、
昭
和
初
期
か
ら
発
展
し
た
商

店
街
の
三
つ
の
エ
リ
ア
で
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
行
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
城

の
南
側
に
あ
る
万
町
、
堀
町
、
中
堀
町

か
ら
な
る
ア
ー
ケ
ー
ド
商
店
街
は
、
建

物
と
町
割
の
変
化
を
実
測
も
含
め
て
詳

細
に
調
べ
た
。
島
原
名
物
・
か
ん
ざ
ら

し
を
提
供
す
る
明
治
期
か
ら
の
「
し
ま

ば
ら
水
屋
敷
」、
医
師
の
別
荘
と
し
て

大
正
期
に
建
て
ら
れ
た
「
湧
水
庭
園 

四し

明め
い

荘そ
う

」
な
ど
で
湧
水
を
利
用
し
た
庭

園
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
髙
村
さ
ん
に
よ
る
と
、「
湧
水

を
家
庭
に
引
き
込
む
」
と
い
う
行
為
は
、

近
年
ま
で
避
け
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

「
明
治
・
大
正
期
ま
で
は
木
造
建
築
だ

っ
た
た
め
、
木
が
腐
る
こ
と
を
恐
れ
て

い
た
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
豪
商
た
ち

が
庭
園
に
湧
水
を
取
り
入
れ
る
と
イ
メ

ー
ジ
が
変
わ
り
、
湧
水
庭
園
は
庶
民
の

『
憧
れ
の
庭
』
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
」

　

商
店
街
を
歩
く
と
各
所
に
湧
水
が
あ

10 湧水亭の見事な庭園。かつて呉服屋「長池屋」
の店舗兼住居だったものを生田忠照さんが購入し地
域活性化のために用いる　11 清らかな水で満たされ
た四明荘の庭園。四方（東西南北）が風光明媚で明
るいためこの名がついた。敷地内には1日3000トンほ
どの水が湧く　12 1978年（昭和53）、まちおこしで
鯉を水路に放った四明荘の周辺は「鯉の泳ぐまち」と
して知られる　A 湧水を活かした島原のまちづくりに
ついて語る生田忠照さん（上）と北村正保さん（下）

A1112 10

8

9

8 島原大変で生まれた窪地に多量の地下
水が湧き出してできた白土湖。湧水量は1日
あたり4万トンと推定　
9 猛島神社に祀られた水神。猛島神社は
島原城が築かれる前からこの地にあり、地
元の人々に崇敬されていた
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り
、
水
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一

角
に
あ
る
湧
水
庭
園
の
あ
る
屋
敷
で
、

生い
き

田た

忠た
だ

照て
る

さ
ん
と
お
会
い
し
た
。
髙
村

さ
ん
の
紹
介
だ
。
建
設
会
社
を
営
む
生

田
さ
ん
は
、
取
り
壊
し
が
決
ま
っ
て
い

た
湧
水
庭
園
を
屋
敷
ご
と
買
い
取
り

「
湧
水
亭
」
と
名
づ
け
た
。「
つ
ぶ
し
て

し
ま
っ
た
ら
二
度
と
つ
く
れ
な
い
、
こ

の
雰
囲
気
あ
る
庭
園
と
屋
敷
を
ど
う
し

て
も
残
し
た
か
っ
た
の
で
、
借
金
を
し

て
購
入
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
は
島
原
の

宝
に
な
る
は
ず
で
す
」
と
生
田
さ
ん
は

語
る
。

　

水
の
流
れ
る
庭
園
は
眺
め
て
い
る
だ

け
で
心
落
ち
着
く
。
当
初
は
家
の
な
か

に
水
を
引
く
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ
た
も

の
の
、
豪
商
た
ち
が
湧
水
庭
園
を
愛
で

る
こ
と
で
次
第
に
人
々
の
認
識
が
変
わ

っ
た
と
い
う
話
は
、
水
の
文
化
の
移
り

変
わ
り
を
考
え
る
う
え
で
も
興
味
深
い
。

「
皆
で
一
緒
に
」使
う

漁
師
町
の
湧
水

　

湧
水
庭
園
の
あ
る
商
店
街
か
ら
車
で

数
分
の
距
離
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
っ

た
く
異
な
る
意
味
合
い
を
も
つ
水
場
が

あ
る
。
そ
れ
は
漁
師
町
で
あ
る
。

　

島
原
大
変
で
海
岸
線
が
大
幅
に
変
わ

っ
た
た
め
、
漁
師
た
ち
は
集
落
そ
の
も

の
を
移
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の

後
、
幾
度
も
の
埋
め
立
て
を
経
て
今
の

漁
師
町
が
形
成
さ
れ
た
。「
浜
の
川
湧

水
」
は
そ
の
一
角
に
あ
る
。
用
途
に
よ

っ
て
四
つ
の
区
分
を
使
い
分
け
て
い
る

現
役
の
洗
い
場
だ
。

「
大
変
前
の
地
図
を
見
る
と
、
こ
こ
は

陸
地
の
先
端
で
し
た
。
大
変
後
、
ど
う

い
う
わ
け
か
こ
こ
か
ら
水
が
湧
き
出
し

ま
し
た
」
と
髙
村
さ
ん
。
そ
こ
に
地
元

の
女
性
が
洗
い
物
を
抱
え
て
や
っ
て
き

た
。
管
理
方
法
を
髙
村
さ
ん
が
聞
く
と

「
町
内
の
７
班
が
週
替
わ
り
で
毎
週
掃

除
し
て
い
ま
す
。
年
に
一
度
は
一
世
帯

一
人
以
上
が
参
加
し
て
大
井
戸
掃
除
で

す
。
こ
こ
か
ら
海
の
方
ま
で
ず
っ
と
ね
。

水
路
の
蓋
を
外
し
て
中
も
掃
除
し
ま

す
」
と
そ
の
女
性
が
教
え
て
く
れ
た
。

　

そ
の
後
、
今
回
同
行
し
て
く
れ
た
法

政
大
学
大
学
院
の
加
藤
智
也
さ
ん
を
先

頭
に
漁
師
町
の
公
共
の
井
戸
を
三
つ
巡

る
。
い
ず
れ
も
水
神
は
立
派
な
屋
根
付

き
の
社
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
恵
比
須
様

が
祀
ら
れ
て
い
る
井
戸
も
あ
っ
た
。
奇

異
に
感
じ
た
の
は
、
曲
が
り
く
ね
っ
た

細
い
路
地
に
家
々
が
隙
間
な
く
建
ち
並

ぶ
な
か
、
井
戸
の
周
り
だ
け
が
広
々
と

し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。

「
私
た
ち
の
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら

の
井
戸
は
か
つ
て
す
べ
て
海
沿
い
に
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
水
揚
げ

し
た
魚
は
真
水
で
洗
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
水
場
が
必
要
で
す
。
漁
師
と

い
う
生
業
は
共
同
作
業
が
多
い
の
で
、

漁
網
の
手
入
れ
な
ど
を
し
つ
つ
相
談
事

や
情
報
交
換
を
す
る
場
で
も
あ
っ
た
の

で
す
。
か
た
や
町
人
地
（
商
店
街
）
で
は

『
流
れ
る
水
を
ど
う
使
う
か
』
を
考
え

て
い
ま
す
か
ら
、
お
の
ず
と
水
場
の
意

味
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
」
と
髙
村

さ
ん
は
言
う
。
島
原
は
、
水
に
起
因
す

る
人
の
暮
ら
し
の
多
様
性
が
同
時
に
見

ら
れ
る
稀
有
な
地
域
だ
っ
た
。

島
原
か
ら
学
ぶ

畏
怖
と
崇
拝
の
両
面
性

　

島
原
大
変
以
降
、
城
下
町
は
様
変
わ

り
し
た
が
、
平
成
時
代
の
噴
火
で
も
変

わ
っ
た
こ
と
は
多
い
。
１
９
９
１
年

（
平
成
３
）
６
月
３
日
、
雲
仙
岳
（
普
賢
岳
）

で
大
規
模
な
火
砕
流
が
発
生
し
て
43
人

（注4）タナロット寺院
バリ島中部タバナンの海沿い
にある寺院。海のなかに立つ
大きな岩の上に建ち、水が湧
いていて、蛇を祀っている。

13 地域の人たちの手で大切に管理されている浜の川湧
水。水が湧く部分を塞がないように注意しながら、数年前に
洗い場を改修した　14 浜の川湧水に祀られている水神　
15 恵比須様が祀られた漁師町（元船津町）の共同井戸。
上水道が普及する前は広い範囲から人が水を汲みに来たと
いう　B 法政大学大学院の加藤智也さん。ヨーロッパの

「水の聖地」を研究している　16 移転した折橋神社のそば
にある湧水　17 平成の噴火によって遷座された折橋神社。
自然災害によって「水の聖地」が移動した例　18 当時の
町民住居図から、かつて折橋神社があったと思われる場所

16

1718

13

14B

15

（注3）島原大変
崩壊した眉山の土砂が流れ込んで起きた津波は、有
明海を挟んだ肥後国（熊本県）に押し寄せ、また再び
島原に戻ってきたとされ、およそ1万5000人が犠牲と
なった。「島原大変、肥後迷惑」とも呼ばれている。
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が
死
亡
、
数
千
世
帯
が
避
難
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
（
注
５
）。
こ
の
噴
火
に
よ
っ

て
水
の
聖
地
＝
都
市
領
域
も
変
化
し
た
。

そ
の
代
表
例
が
「
折
橋
神
社
」
だ
。

「
大
山
祗
神
と
彌
都
波
能
売
命
が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。
山
の
神
と
水
の
神
が
揃

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
こ
も
水
源
の
神

様
で
す
」
と
髙
村
さ
ん
が
見
抜
い
た
よ

う
に
、
折
橋
神
社
は
は
る
か
昔
に
山
を

鎮
め
、
水
を
治
め
る
た
め
建
て
ら
れ
た
。

し
か
し
、
噴
火
か
ら
市
街
地
を
守
る
た

め
砂
防
ダ
ム
の
建
設
が
決
ま
り
、
数
百

ｍ
離
れ
た
場
所
に
遷
座
さ
れ
た
。

　

島
原
の
人
た
ち
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。
髙
村
さ
ん
の
知
人
で
あ
る
北

村
正た
だ
や
す保

さ
ん
は
、
噴
火
が
終
息
す
る
１

年
前
、
島
原
の
水
環
境
を
守
る
た
め
に

水
資
源
を
調
査
し
、
ま
た
水
を
活
か
し

た
文
化
の
発
掘
・
継
承
を
目
的
と
す
る

「
げ
ん
ご
ろ
う
倶
楽
部
」
を
立
ち
上
げ

た
。
湧
水
亭
の
生
田
さ
ん
が
ま
ち
づ
く

り
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
平
成

の
噴
火
が
き
っ
か
け
だ
。

　

か
つ
て
人
々
は
、
災
い
と
恵
み
を
も

た
ら
す
山
や
川
、
海
な
ど
人
智
が
及
ば

な
い
存
在
に
対
し
て
畏
怖
と
崇
拝
の
念

を
抱
い
て
い
た
。
水
が
枯
れ
て
は
困
る

か
ら
と
水
神
を
祀
り
、
供
え
物
を
す
る

の
は
そ
の
一
つ
の
表
れ
だ
ろ
う
。
各
地

で
災
害
が
頻
発
す
る
な
か
、
雲
仙
岳
を

脅
威
に
感
じ
つ
つ
、
湧
水
と
い
う
恵
み

に
は
感
謝
の
念
を
抱
く
島
原
の
人
た
ち

か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
多
い
。

全
国
の
城
下
町
の

魅
力
高
め
る
新
手
法

　

今
回
は
島
原
城
下
町
を
例
に
し
て
、

都
市
の
枠
組
み
を
定
め
る
環
境
領
域
、

自
然
と
都
市
の
境
に
神
社
や
水
神
を
祀

っ
て
設
定
す
る
都
市
領
域
、
そ
し
て
水

場
へ
の
信
仰
と
共
同
体
ご
と
の
差
異
を

見
つ
め
た
。
神
社
や
祠
を
「
水
の
聖

地
」
と
み
な
し
て
つ
ぶ
さ
に
回
る
こ
と

で
、
地
形
、
地
質
と
水
脈
の
変
化
、
さ

ら
に
水
の
聖
地
そ
の
も
の
を
動
か
す
と

い
っ
た
営
み
が
明
ら
か
に
な
っ
た
し
、

都
市
形
成
に
至
る
基
層
構
造
の
う
え
に

災
害
や
生
業
な
ど
の
要
因
が
重
な
っ
て
、

水
へ
の
意
識
や
生
活
文
化
も
変
わ
り
ゆ

く
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　

都
市
を
包
む
空
間
に
着
目
し
、
山
の

上
か
ら
低
地
ま
で
見
渡
し
て
神
社
や
祠

と
い
っ
た
「
水
の
聖
地
」
を
探
し
、
そ

の
意
味
を
確
認
し
て
い
く
髙
村
さ
ん
の

研
究
は
、
近
年
見
え
づ
ら
く
な
っ
た
ま

ち
の
成
り
立
ち
や
水
の
道
な
ど
今
の
暮

ら
し
に
至
る
根
底
を
深
く
理
解
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
は
全
国
の
城
下

町
で
応
用
可
能
な
新
た
な
手
法
で
あ
り
、

ま
た
城
下
町
の
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
魅

力
を
引
き
出
す
も
の
だ
と
思
う
。
あ
な

た
の
気
に
な
る
城
下
町
を
、「
水
の
聖

地
」
か
ら
読
み
解
い
て
み
て
は
ど
う
だ

ろ
う
。

　
（
２
０
１
９
年
３
月
18
～
20
日
取
材
）

参考資料
『人づくり風土記42（長崎）』（農文協 1989）
『島原 歴史都市の復権』（法政大学デザイン工学部 髙村雅彦研究室 2010）

（注5）平成の噴火
1996年（平成8）6月3日に噴火終息
宣言が出されるまで、島原一帯では火
砕流や土石流などの被害が続いた。

雲仙岳の一つである眉山とそのふもとに広がる島原市の風景

　
古
来
、
人
は
水
の
あ
る
場
所
に

居
住
地
を
定
め
て
き
ま
し
た
が
、

水
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
都
市
を

形
成
し
て
き
た
か
は
あ
ま
り
研
究

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ

で
私
や
髙
村
さ
ん
を
中
心
に
「
水

都
学
」
を
進
め
た
の
で
す
。
す
る

と
、
日
本
の
都
市
構
造
お
よ
び
そ

の
都
市
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
に
、

水
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　
日
本
は
災
害
大
国
で
す
。
自
然

は
恵
み
で
あ
る
と
同
時
に
災
い
で

も
あ
る
。
洪
水
や
高
潮
な
ど
の
危

険
が
あ
っ
て
も
、
人
は
あ
え
て
水

が
入
手
で
き
る
土
地
に
都
市
を
築

き
ま
し
た
。
そ
の
時
代
の
為
政
者

が
意
思
や
理
念
を
反
映
さ
せ
て
つ

く
っ
た
城
下
町
に
着
目
し
、
水
を

ク
ロ
ス
さ
せ
る
こ
と
で
日
本
の
都

市
づ
く
り
の
セ
オ
リ
ー
を
あ
ぶ
り

出
そ
う
と
す
る
髙
村
さ
ん
の
研
究

は
興
味
深
い
も
の
で
す
。

　
日
本
は
湧
き
水
が
豊
富
で
す
。

清
ら
か
な
水
に
は
精
神
性
が
生
ま

れ
や
す
い
。
西
欧
の
人
た
ち
も
ロ

ー
マ
時
代
以
前
は
水
と
の
精
神
的

な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
「
都
市
の
領
域
性

の
違
い
」
も
影
響
し
て
い
ま
す
。

　
西
欧
は
城
壁
で
都
市
を
囲
み
、

内
と
外
を
切
り
分
け
る
発
想
が
強

い
で
す
ね
。
し
か
し
湧
水
か
ら
発

し
た
川
が
数
多
く
流
れ
る
日
本
で

は
、
水
を
都
市
に
組
み
込
ん
だ
か

ら
こ
そ
内
と
外
を
完
全
に
は
切
り

分
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

代
わ
り
に
地
形
を
踏
ま
え
て
神
社

を
配
置
し
、「
環
境
領
域
」
や
「
都

市
領
域
」
を
定
め
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
う
し
た
日
本
な
ら
で
は

の
都
市
の
領
域
と
水
の
聖
地
の
捉

え
方
は
、
西
欧
の
近
代
主
義
に
は

な
い
発
想
で
し
ょ
う
。

　
と
は
い
え
、
西
欧
を
モ
デ
ル
に

近
代
化
を
推
し
進
め
た
日
本
も
そ

れ
を
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
今
、
都

市
と
人
と
水
の
精
神
性
を
取
り
戻

す
こ
と
は
、
人
間
中
心
に
突
き
進

ん
で
き
た
文
明
の
あ
り
方
を
見
直

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
独
自

の
価
値
観
を
世
界
に
発
信
す
る
う

え
で
も
、
髙
村
さ
ん
の
研
究
は
と

て
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

現
代
文
明
を
見
直
す

人
と
水
の
精
神
性

法
政
大
学
特
任
教
授

陣
内 

秀
信 

さ
ん



本州最北端の暮らしを養う岩木川45

本
州
最
北
の
大
河

　

岩
木
川
は
本
州
の
最
北
端
を
流
れ
る

大
河
で
す
。
源
流
を
白
神
山
地
に
発
し
、

津
軽
半
島
を
１
０
２
㎞
北
上
し
な
が
ら

日
本
海
に
流
れ
ま
す
。
広
大
な
流
域
の

約
３
割
が
農
地
で
、
米
（
約
27
万
ト
ン
）、

リ
ン
ゴ
（
約
42
万
ト
ン
）、
シ
ジ
ミ
（
３
５
０

０
ト
ン
）
な
ど
の
農
林
水
産
物
は
全
国
有

数
の
生
産
量
を
誇
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
生
産
量
か
ら
、
岩
木
川
流

域
が
ど
れ
く
ら
い
人
を
養
え
る
力
が
あ

る
か
計
算
し
て
み
ま
し
た
。
１
人
当
た

り
１
日
必
要
と
す
る
カ
ロ
リ
ー
（
２
２
４

３
㎉
）
か
ら
、
岩
木
川
流
域
は
約
１
３
０

万
人
を
１
年
間
扶
養
で
き
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
流
域
人
口
が
46
万
人
で
す
か

ら
、
流
域
外
の
人
口
を
養
う
分
も
生
産

し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
ん
な
豊
か
な
岩
木
川
流
域
で
す
が
、

も
と
も
と
は
厳
し
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り

ま
し
た
。

　

今
回
は
岩
木
川
を
通
し
て
暮
ら
し
が

ど
う
豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
探
っ

て
み
ま
し
た
。

夏
の
少
雨
を
補
う
津
軽
ダ
ム

　

岩
木
川
流
域
で
は
年
平
均
雨
量
が
約

１
２
０
０
㎜
と
日
本
の
年
平
均
雨
量
（
約

１
８
０
０
㎜
）
よ
り
も
少
な
く
、
冬
の
積

雪
が
多
い
の
に
対
し
、
夏
の
梅
雨
・
台

風
に
よ
る
降
雨
は
少
な
い
で
す
。
下
流

川名の由来【岩木川】
津軽信仰の中心だった岩木山による。イワキは
神が鎮座するイワクラと同じく霊山信仰に基づく。

坂本クンと行く川巡り  第18回  
Go ! Go ! 109水系 本

州
最
北
端
の
暮
ら
し
を
養
う
岩
木
川

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。

2018年で河川改修が始まって100年を迎えた岩木川。
遠くに見えるのは「津軽富士」とも呼ばれる岩木山（1625ｍ）
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水の文化 63号　Go!Go!109水系 46

に
は
津
軽
平
野
の
農
地
が
広
が
り
ま
す

が
、
雨
の
少
な
い
こ
の
地
域
で
は
灌か
ん

漑が
い

用
水
は
重
要
な
生
命
線
で
す
。
そ
の
た

め
、
ダ
ム
か
ら
の
補
給
は
非
常
に
重
要

で
、
白
神
山
地
か
ら
し
み
出
る
水
を
源

流
域
で
し
っ
か
り
と
ス
ト
ッ
ク
し
て
き

た
の
が
目め

屋や

ダ
ム
で
し
た
。
し
か
し
、

増
え
つ
づ
け
る
水
需
要
や
洪
水
軽
減
に

対
応
す
る
た
め
目
屋
ダ
ム
の
再
開
発
を

行
な
い
、
２
０
１
６
年
に
完
成
し
た
の

が
津
軽
ダ
ム
で
す
。
目
屋
ダ
ム
の
下
流

60
ｍ
付
近
に
目
屋
ダ
ム
よ
り
も
約
40
ｍ

高
い
津
軽
ダ
ム
を
建
設
し
ま
し
た
。
貯

水
量
は
３
・
６
倍
と
な
り
、
機
能
強
化

を
図
っ
た
の
で
し
た
。

　

津
軽
ダ
ム
の
管
理
所
で
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
と
ダ
ム
カ
ー
ド
を
も
ら
い
見
学
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
幸
運
が
舞
い
込
み
ま
し

た
。「
よ
か
っ
た
ら
所
長
室
へ
」
と
職
員

の
方
に
招
か
れ
て
岩
木
川
ダ
ム
統
合
管

理
事
務
所
長
の
長
内
伸
夫
さ
ん
に
お
会

い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
長
内
さ

ん
に
津
軽
ダ
ム
の
灌
漑
の
効
果
に
つ
い

て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
今
年
は
５
月
以
降
、
少
雨
で
流
域
内

の
水
不
足
が
続
き
ま
し
た
が
、
津
軽
ダ

ム
か
ら
灌
漑
用
水
な
ど
を
補
給
し
つ
づ

け
ま
し
た
。
目
屋
ダ
ム
だ
っ
た
ら
６
月

で
空
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
き
く

な
っ
た
津
軽
ダ
ム
は
８
月
ま
で
水
を
補

給
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

　

津
軽
ダ
ム
が
効
果
を
発
揮
し
た
よ
う

 岩木川
 水系番号  ： 14
 都道府県  ： 青森県
 源流  ： 白神山地雁森岳（987 ｍ） 
 河口  ： 日本海  
 本川流路延長  ： 102 km 52位／109
 支川数  ： 97河川 39位／109
 流域面積  ： 2540 km2 24位／109
 流域耕地面積率  ： 25.7 ％ 6位／109
 流域年平均降水量  ： 2558.6 mm 23位／109
 基本高水流量  ： 5500 m3/ s 55位／109
 河口の基本高水流量  ： 8029 m3/ s 52位／109
 流域内人口  ： 46万4957人 33位／109
 流域人口密度 ： 183人 / km2 45位／109
（基本高水流量観測地点：五所川原〈河口から27km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）
流域内人口は、 国土交通省「一級水系における流域等の面積、総人口、一般資産額
等について（流域）」を参照

1 目屋ダムの下流60m付近に建設された津軽ダム　2 アポイントなしで訪れたにもかかわらずダムの内部を丁寧に案内してくれた岩木川ダム統合管理事務所長の長
内伸夫さん　3 津軽ダムが減水するとかつての集落跡が現れる。今の生活や産業があるのは、このような移転を受け入れてくれた人々のおかげだということも忘れたくない

ブナ林が育む水

学生時代（2013年）に建設中の津
軽ダムを見に来たことがあり、目屋ダ
ムよりも大きく成長したダムを見たくて
津軽ダムを訪ねました。そして今回は
長内さんにダムの内部までご案内い
ただきました。こういう思わぬ出会いの
幸運も川巡りの醍醐味の一つです。

ダムの諸元
 竣工年：目屋ダム1959年
 津軽ダム2016年
 ダムの高さ：目屋ダム58m
 津軽ダム97.2m
総貯水容量：目屋ダム3900万㎥
 津軽ダム1億4090万㎥

【岩木川流域の地図】国土交通省国土数値情報「河川データ（平成20年）、流域界データ（昭和52 年）、海岸線データ（平成18年）、鉄道データ（平成30年）、高速道路データ（平成30年）」より編集部で作図

1

2

3

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。
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岩木川流域の主要生産物

1年間で
約130万人を
養うことができる

1人あたり1年で
約82万kcal必要

  収穫量：26万3400t
カロリー：約9377億kcal

  収穫量：41万5900t
カロリー：約2245億kcal

  収穫量：3574t
カロリー：約2億kcal

コメ

岩木川流域人口
約46万人

コメ
約105万人

リンゴ
約25万人シジミ

約2000人

岩木川流域外で約84万人を養える

リンゴ シジミ

本州最北端の暮らしを養う岩木川47

で
す
。
そ
の
証
拠
に
ダ
ム
湖
内
は
ほ
と

ん
ど
空
っ
ぽ
で
、
普
段
は
見
え
な
い
元

集
落
の
道
な
ど
が
見
え
ま
し
た
。

　

こ
の
渇
水
を
利
用
し
て
長
内
所
長
は

あ
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
き
ま
し
た
。

「
こ
れ
ま
で
ダ
ム
見
学
や
パ
ネ
ル
展
を

通
じ
て
、
ダ
ム
事
業
の
た
め
に
先
祖
伝

来
の
土
地
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た

方
々
の
犠
牲
の
も
と
で
下
流
に
暮
ら
す

人
々
の
安
全
や
快
適
さ
が
保
た
れ
て
い

る
こ
と
を
伝
え
る
機
会
は
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
逆
に
、
移
転
し
て
い
た
だ
い
た

元
住
民
の
方
に
直
接
感
謝
を
伝
え
る
機

会
は
な
か
な
か
な
か
っ
た
の
で
、
渇
水

を
好
機
と
捉
え
、『
感
謝
の
つ
ど
い
』
を

企
画
し
ま
し
た
。
下
流
の
渇
水
を
防
い

だ
こ
と
を
伝
え
、
バ
ス
で
水
の
引
い
た

ダ
ム
湖
内
に
入
り
、
旧
道
な
ど
か
ら
元

集
落
に
入
り
写
真
を
撮
っ
た
り
し
な
が

ら
風
景
を
回
想
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

下
流
の
人
た
ち
の
感
謝
の
気
持
ち
を
お

伝
え
し
な
が
ら
懐
か
し
ん
で
い
た
だ
く

よ
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
」

　

洪
水
抑
止
の
た
め
に
水
を
溜
め
、
そ

し
て
田
畑
に
水
を
配
る
ダ
ム
湖
。
そ
こ

で
下
流
の
人
た
ち
が
元
住
民
の
方
々
に

感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
と
て
も
貴
重
だ
と
思
い
ま
す
。

高
水
敷
の
な
か
は
異
空
間

　

日
本
の
一
級
河
川
の
大
河
川
の
中
流

域
は
ほ
と
ん
ど
の
場
所
で
、
高こ
う

水す
い

敷じ
き

（
河
川
敷
）
が
あ
り
ま
す
。

　

普
段
水
が
流
れ
る
低
水
路
よ
り
一
段

高
く
な
っ
て
い
る
高
水
敷
で
は
、
水
位

が
高
く
な
っ
た
洪
水
時
し
か
水
が
流
れ

な
い
の
で
、
ス
ポ
ー
ツ
大
会
や
バ
ザ
ー
、

音
楽
フ
ェ
ス
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
場
合

が
多
い
で
す
。
高
水
敷
は
川
の
断
面
で

見
る
と
、
河
川
空
間
全
体
（
川
の
横
断
距

離
）
の
50
～
80
％
を
占
め
、
そ
れ
が
何

十
㎞
も
続
く
の
で
広
大
な
土
地
で
あ
り
、

う
ま
く
活
用
で
き
れ
ば
魅
力
的
な
空
間

に
な
り
ま
す
。
そ
の
利
活
用
の
し
か
た

は
地
域
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
高

水
敷
は
地
域
色
を
反
映
さ
せ
や
す
い
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
を
有
し
て
い
ま
す
。

　

高
水
敷
の
利
活
用
の
な
か
で
も
ち
ょ

っ
と
変
わ
っ
て
い
る
の
が
、「
河か

道ど
う

内な
い

民み
ん

地ち

（
堤
外
民
地
）」
と
呼
ば
れ
る
空
間
で
す
。

た
ま
に
河
川
敷
に
畑
や
田
ん
ぼ
が
広
が

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
通
常
、

河
川
内
は
河
川
区
域
と
い
う
公
共
空
間

と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
近
代

的
な
河
川
管
理
が
な
さ
れ
る
前
か
ら
先

祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
た
土
地
は
特

例
的
に
民
地
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

岩
木
川
の
場
合
も
民
地
が
存
在
し
ま

す
が
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
る
の
が
、

中
流
域
の
民
地
の
リ
ン
ゴ
畑
で
す
。
堤

防
を
よ
じ
登
っ
て
眺
め
る
と
、
そ
こ
は

一
面
リ
ン
ゴ
の
林
で
す
。
高
水
敷
の
な

か
に
降
り
る
と
、
位
置
関
係
を
見
失
う

ほ
ど
の
密
度
で
、
川
の
な
か
に
い
る
と

は
思
え
ず
迷
路
の
よ
う
で
す
。

　

リ
ン
ゴ
は
水
は
け
の
い
い
と
こ
ろ
を

好
み
、
扇
状
地
の
斜
面
な
ど
に
果
樹
園

が
分
布
し
ま
す
が
、
ど
う
し
て
河
川
敷

の
な
か
に
リ
ン
ゴ
畑
が
広
が
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
少
な
い
降
水
量
や
、
ダ
ム

に
よ
る
洪
水
カ
ッ
ト
に
よ
っ
て
高
水
敷

が
水
に
浸
か
り
に
く
い
こ
と
も
一
因
と

考
え
ら
れ
ま
す
が
、
一
番
の
理
由
は
リ

ン
ゴ
生
産
県
と
し
て
の
思
い
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
岩
木
川
流
域
が
多
く

を
占
め
る
青
森
県
で
は
、
リ
ン
ゴ
の
生

産
量
が
日
本
一
で
す
。
流
域
の
リ
ン
ゴ

生
産
に
適
し
た
水
は
け
の
よ
い
扇
状
地

帯
は
大
部
分
が
果
樹
園
で
占
め
ら
れ
、

リ
ン
ゴ
の
生
産
は
一
大
産
業
と
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
つ
く
れ
る
場
所

で
は
ど
ん
ど
ん
生
産
し
た
い
と
い
う
熱

意
が
生
ま
れ
、
扇
状
地
と
同
様
な
条
件

を
も
つ
高
水
敷
が
リ
ン
ゴ
畑
と
し
て
利

用
さ
れ
、
特
異
な
河
川
景
観
を
生
み
出

し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
高
水
敷
リ
ン
ゴ
畑
の
景
観
は
、

岩
木
川
の
自
然
特
性
、
河
川
管
理
の
方

針
、
地
域
の
生
産
へ
の
思
い
を
色
濃
く

映
し
出
し
た
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。

囲い
ぎ
ょ
う
て
い

繞
堤
・
突
堤
に
よ
る

治
水
排
水

　

河
口
付
近
が
湖
に
な
っ
て
い
る
川
を

見
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
１
０
９
水

4 岩木川中流域と岩木山。赤い破線内が高水敷を用いたリンゴ畑 岩木川流域は青森県民およそ124万人を養っても
余るくらいの扶養力をもつ　作成：坂本貴啓さん
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ブ
ナ
林
が
残
さ
れ
た
意
外
な
理
由

　

岩
木
川
の
源
は
１
９
９
３
年
（
平
成
５
）

に
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
白
神
山

地
に
あ
る
雁が
ん

森も
り

岳だ
け

（
標
高
９
８
７
ｍ
）
で
す
。

環
境
省 

西
目
屋
自
然
保
護
官
事
務
所
の

西
田
樹
生
さ
ん
に
よ
る
と
、
岩
木
川
の
水

を
育
む
白
神
山
地
が
貴
重
な
の
は
、
約
１

万
７
０
０
０
ha
と
い
う
東
ア
ジ
ア
最
大
の

ブ
ナ
林
が
気
候
変
動
の
影
響
を
受
け
つ
つ

約
８
０
０
０
年
前
か
ら
存
在
し
続
け
て
い

る
点
。
あ
る
土
地
で
人
為
的
作
用
を
停
止

し
た
と
き
に
考
え
ら
れ
る
も
っ
と
も
発
達

し
た
植
生
を
「
潜
在
自
然
植
生
」
と
呼
び

ま
す
が
、
白
神
山
地
の
ブ
ナ
林
は
こ
れ
に

あ
た
り
ま
す
。
し
か
し
、
ブ
ナ
林
が
残
さ

れ
た
真
の
理
由
は
意
外
な
も
の
で
し
た
。

「
ミ
ズ
ナ
ラ
や
コ
ナ
ラ
な
ど
使
え
る
木
は

伐
り
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
ブ
ナ
は
薪
材
や

建
材
に
し
に
く
い
た
め
放
置
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
人
里
か
ら
も
離
れ
て
い
ま
す
し
、

ブ
ナ
林
は
『
使
わ
れ
ず
に
残
っ
た
』
と
い

う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
」
と
西
田
さ

ん
。
白
神
山
地
と
い
う
名
も
世
界
遺
産
に

な
っ
て
か
ら
広
ま
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ま

で
は
た
ん
な
る
「
村
の
山
」。
目
屋
マ
タ

ギ
や
赤
石
マ
タ
ギ
な
ど
が
狩
猟
で
活
躍
す

る
舞
台
で
し
た
。

　
１
９
８
０
年
代
、
青
秋
林
道
の
建
設
と

ブ
ナ
林
の
伐
採
計
画
が
持
ち
上
が
り
ま
し

編
集
部
の
目
―
―
津
軽
の
母
な
る
川
は
「
文
化
の
導
水
管
」

水の文化 63号　Go!Go!109水系 48

系
の
な
か
だ
と
岩
木
川
の
ほ
か
に
は
、

北
海
道
の
網
走
川
（
サ
ロ
マ
湖
）、
青
森
県

の
高
瀬
川
（
小
川
原
湖
）、
島
根
・
鳥
取
県

の
斐ひ

伊い

川か
わ

（
中
海
）
く
ら
い
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
岩
木
川
の
河
口
に
は
十じ
ゅ
う
さ
ん
こ

三
湖
と

い
う
汽
水
湖
が
あ
り
、
海
と
湖
の
境
目

は
細
い
海
岸
線
で
す
。
こ
れ
は
「
ラ
グ

ー
ン
（
潟
湖
）」
の
特
徴
で
、
湾
が
砂さ

す州

に
よ
っ
て
外
海
か
ら
隔
て
ら
れ
て
湖
沼

に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
海
水
と

淡
水
が
混
ざ
り
合
う
汽
水
湖
で
、
宍
道

湖
と
日
本
一
を
争
う
ほ
ど
の
シ
ジ
ミ
の

産
地
で
す
。
豊
か
な
漁
場
で
あ
る
一
方

で
、
河
口
が
湖
で
あ
る
こ
と
で
治
水
や

利
水
上
の
苦
労
が
あ
り
ま
し
た
。
青
森

河
川
国
道
事
務
所
の
田
嶋
仁
さ
ん
、
葛

西
曜よ
う

陛へ
い

さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
下
流
部
は
十
三
湖
の
出
口
が
た
び
た

び
閉
塞
し
て
し
ま
う
た
め
逆
流
し
、
農

地
で
は
塩
害
、
排
水
不
良
が
起
き
ま
し

た
。
田
植
え
を
す
る
の
に
腰
や
胸
ま
で

浸
か
る
の
で
『
腰こ
し

切き
り

田だ

』『
乳ち
ち

切き
り

田だ

』
と

呼
ば
れ
た
り
も
し
ま
し
た
」

　

下
流
域
広
域
が
ぬ
か
る
み
地
帯
で
す

か
ら
、
当
時
の
稲
作
が
い
か
に
大
変
だ

っ
た
か
窺
い
知
れ
ま
す
。
こ
ん
な
状
況

を
解
消
し
た
の
が
水み

戸と

口ぐ
ち

突
堤
と
囲い

ぎ
ょ
う繞

堤て
い

の
建
設
で
し
た
。

「
河
口
が
塞
が
ら
な
い
よ
う
に
、
湖
か

ら
海
に
向
か
っ
て
突
き
出
し
た
構
造
物

を
つ
く
っ
た
こ
と
で
、
岩
木
川
の
水
を

し
っ
か
り
流
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

逆
流
は
起
こ
ら
な
く
な
り
ま
し
た
」

　

そ
の
後
、
湖
沿
い
を
取
り
囲
む
囲
繞

堤
が
建
設
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
湖
と
農

地
の
境
界
が
は
っ
き
り
し
、
湿
田
は
乾

田
化
さ
れ
美
田
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
て

い
き
ま
し
た
。
下
流
の
排
水
を
よ
く
す

る
河
川
改
修
が
こ
の
地
域
の
農
業
生
産

に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

困
難
を
乗
り
越
え

豊
か
な
流
域
に

　

岩
木
川
を
上
流
か
ら
河
口
ま
で
回
っ

て
感
じ
た
の
は
、
も
と
も
と
使
い
や
す

い
土
地
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
白
神
山
地
の
ブ
ナ
林
は
用
材
と
し

て
使
え
な
か
っ
た
か
ら
結
果
的
に
残
っ

た
こ
と
（
別
稿
「
編
集
部
の
目
」
参
照
）、
津
軽

ダ
ム
が
流
域
の
水
需
要
を
満
た
し
養
い

つ
づ
け
て
い
る
こ
と
、
リ
ン
ゴ
の
収
量

を
ち
ょ
っ
と
で
も
上
げ
る
た
め
高
水
敷

ま
で
利
用
し
た
こ
と
、
囲
繞
堤
を
つ
く

っ
て
下
流
の
湿
田
化
を
解
消
し
た
こ
と
。

人
々
の
河
川
の
利
活
用
や
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
人
を
養
う
大
地
へ
と
変
え
て
い
っ

た
の
だ
と
思
う
と
、
岩
木
川
の
力
と
人

の
力
に
た
だ
た
だ
感
動
す
る
ば
か
り
で

す
。

　
（
２
０
１
９
年
８
月
28
～
30
日
取
材
）

5十三湖と農地を切り分ける働きをする囲
繞堤を見つめる坂本さん　6 岩木川流域
について説明する青森河川国道事務所
の調査第一課長の田嶋仁さん（右）と調査
係長の葛西曜陛さん　7 1946年（昭和
21）の竣工後、一度も閉塞したことがない
十三湖の水戸口突堤。全国でも数少ない
成功例という

56
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た
が
、
ブ
ナ
林
の
自
然
環
境
の
価
値
が
認

め
ら
れ
建
設
は
ス
ト
ッ
プ
。
の
ち
の
世
界

自
然
遺
産
の
登
録
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。

コ
ア
ゾ
ー
ン
の
一
角
に
ブ
ナ
林
を
体
感
で

き
る
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
ブ

ナ
林
が
涵
養
し
た
水
が
流
れ
る
暗
門
川
の

横
で
、
数
組
の
老
夫
婦
が
ガ
イ
ド
を
伴
っ

て
遊
歩
道
に
向
か
う
姿
を
見
ま
し
た
。

北
海
道
と
の
交
易
を
仕
切
っ
た
安
藤
氏

　
岩
木
川
が
流
れ
る
津
軽
平
野
の
歴
史
で

外
せ
な
い
の
が
、
幻
と
い
わ
れ
た
岩
木
川

河
口
の
湊
ま
ち
「
十と
さ
み
な
と

三
湊
」
と
「
安
藤

氏
」
で
す
。
十
三
湊
は
岩
木
川
の
河
口
に

あ
る
潟
湖
「
十じ
ゅ
う
さ
ん
こ

三
湖
」
の
西
側
に
あ
り
ま

し
た
。
五
所
川
原
市
教
育
委
員
会
の
榊
原

滋
高
さ
ん
に
お
会
い
し
ま
し
た
。

「
こ
の
津
軽
の
地
は
11
世
紀
ま
で
『
日

本
』
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
12
世
紀

に
奥
州
藤
原
氏
に
よ
っ
て
国
家
の
枠
組
み

に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
す
。
12
世
紀
末
、

奥
州
藤
原
氏
が
源
頼
朝
に
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、

鎌
倉
幕
府
の
北
条
得と
く

宗そ
う

家け

が
津
軽
を
支
配

す
る
た
め
に
関
東
か
ら
家
臣
（
御みう
ち
び
と
内
人
）
を

遣
わ
す
ほ
か
に
、
地
元
の
有
力
者
だ
っ
た

安
藤
氏
を
取
り
た
て
ま
し
た
」

　
安
藤
氏
は
津
軽
海
峡
を
行
き
来
し
て
ア

イ
ヌ
と
の
交
易
の
実
権
を
握
っ
て
い
ま
し

た
。
鎌
倉
時
代
末
に
起
き
た
津
軽
大
乱

（
安
藤
氏
一
族
の
争
い
）
を
経
て
、
陸
奥
湾
西

岸
の
外
浜
を
拠
点
と
す
る
安
藤
氏（
五ごろ
う
け

郎
家
）

が
津
軽
西
海
岸
の
岩
木
川
河
口
・
十
三
湊

へ
移
り
、
十
三
湊
安
藤
氏
と
な
り
ま
す
。

「
室
町
時
代
、
安
藤
氏
は
北
海
道
の
渡お
し
ま島

半
島
南
端
に
一
族
や
家
臣
た
ち
を
配
し
た

道ど
う
な
ん
じ
ゅ
う
に
た
て

南
十
二
館
と
呼
ば
れ
る
交
易
拠
点
を
設

け
、
サ
ケ
、
昆
布
、
毛
皮
類
な
ど
を
扱
い

栄
え
ま
し
た
。
十
三
湊
は
日
本
最
古
の
海

商
法
規
『
廻か
い
せ
ん
し
き
も
く

船
式
目
』
の
三さ
ん
し
ん
し
ち
そ
う

津
七
湊
に
も

挙
げ
ら
れ
、
交
易
活
動
の
実
態
を
示
す
珠

洲
焼
や
越
前
焼
、
瀬
戸
焼
、
中
国
製
の
陶

磁
器
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
」

　
15
世
紀
半
ば
、
安
藤
氏
は
糠ぬ
か
の
ぶ
ぐ
ん

部
郡
（
青

森
県
東
部
か
ら
岩
手
県
北
部
）
の
南な
ん

部ぶ

氏し

に
攻

め
ら
れ
北
海
道
へ
逃
れ
、
十
三
湊
は
廃
絶

し
ま
す
。
海
水
面
が
低
下
し
た
影
響
で
飛

砂
が
十
三
湊
の
港
湾
を
埋
め
、
戦
国
時
代

の
約
１
０
０
年
間
は
使
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

江
戸
時
代
に
再
興
さ
れ
た
の
で
す
。

縄
文
時
代
か
ら
続
く
津
軽
の
大
動
脈

　
十
三
湊
が
あ
っ
た
岩
木
川
下
流
域
を
ク

ル
マ
で
走
る
と
、
リ
ン
ゴ
畑
が
目
に
つ
い

た
上
・
中
流
域
と
は
異
な
り
、
広
大
な
水

田
地
帯
と
な
り
ま
す
。
下
流
域
の
成
り
立

ち
を
中
泊
町
博
物
館
の
館
長
、
齋
藤
淳
さ

ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
下
流
域
は
米
の
単
作
地
帯
で
す
。
か
つ

て
十
三
湖
は
五
所
川
原
市
付
近
ま
で
広
が

る
大
き
な
潟
湖
『
古
十
三
湖
』
で
し
た
。

魚
介
類
が
手
に
入
る
古
十
三
湖
の
縁
に
沿

っ
て
縄
文
時
代
の
貝
塚
が
分
布
し
て
い
ま

す
。
北
海
道
の
土
器
な
ど
も
出
土
し
て
い

る
の
で
、
岩
木
川
を
通
じ
て
古
か
ら
異
文

化
が
入
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
」

　
岩
木
川
が
運
ぶ
土
砂
に
よ
っ
て
古
十
三

湖
は
次
第
に
面
積
を
狭
め
、
広
大
な
湿
地

帯
と
な
っ
て
い
く
な
か
、
江
戸
時
代
中
期

以
降
、
開
拓
が
本
格
化
し
ま
す
。

「
津
軽
藩
が
治
水
工
事
を
行
な
い
、
元
禄

年
間
（
1
6
8
8
-1
7
0
4
）
に
は
金か

な

木ぎ

新
田

も
開
拓
。
中
泊
町
周
辺
も
な
ん
と
か
人
が

住
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、岩
木

川
は
水
害
の
常
襲
地
域
で
す
。
冬
に
は
季

節
風
で
水み

戸と

口ぐ
ち
が
閉
塞
、
春
は
雪
解
け
水

で
、
夏
と
秋
は
大
雨
で
簡
単
に
洪
水
が
発

生
し
ま
し
た
。『
上
流
で
雨
が
３
粒
降
る
と

イ
ガ
る
（
あ
ふ
れ
る
）』と
言
わ
れ
て
い
た
ほ

ど
。時
に
は
集
団
移
転
し
な
が
ら
も
住
み

つ
づ
け
た
の
で
す
」

　
戦
後
も
国
営
事
業
と
し
て
十
三
湖
の
干

拓
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、『
腰
切
田
』
と

呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
ぬ
か
る
み
で
、
人
々
は

苦
労
を
強
い
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　
齋
藤
さ
ん
に
館
内
を
案
内
し
て
い
た
だ

く
と
、「
岩
木
川
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
を

他
の
大
名
か
ら
羨
ま
し
が
ら
れ
た
」
と
の

展
示
説
明
文
が
あ
り
ま
し
た
。

「
岩
木
川
は
ほ
ぼ
全
域
が
津
軽
藩
領
で
す
。

網
の
目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た

支
流
も
含
め
津
軽
一
帯
の
物
資
を
集
め
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
他
藩
は
羨
ん
だ
の
で

し
ょ
う
。
米
な
ど
の
物
資
は
、
岩
木
川
沿

い
の
蔵
を
経
て
川
湊
と
な
っ
て
い
た
十
三

湊
で
ま
と
め
ら
れ
、
鰺
ヶ
沢
か
ら
大
坂
へ

運
ば
れ
ま
し
た
」

　
興
味
深
い
の
は
、
中
泊
町
は
内
陸
部
に

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
船
絵
馬
が
奉
納

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

「
船
絵
馬
は
88
枚
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も

古
い
の
は
天
保
２
年
（
1
8
3
1
）
８
月
15

日
。
し
か
も
松
前
藩
の
人
が
奉
納
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
海
を
渡
っ
て
嫁
に
行
っ
た

娘
さ
ん
が
お
盆
で
帰
郷
し
た
と
き
に
父
親

の
航
海
安
全
を
祈
念
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
縄
文
時
代
の
北
海
道
と
の
つ
な

が
り
は
、
安
藤
氏
を
経
て
近
世
ま
で
ず
っ

と
続
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
津
軽
に
と

っ
て
岩
木
川
は
『
文
化
を
運
ぶ
導
水
管
』

な
の
で
す
」

　
津
軽
と
聞
く
と
リ
ン
ゴ
を
思
い
浮
か
べ

が
ち
で
す
が
、
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が

は
る
か
昔
か
ら
入
っ
て
き
て
い
て
、
そ
の

主
役
が
岩
木
川
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
齋
藤
さ
ん
が
発
し
た
「
文

化
を
運
ぶ
導
水
管
」と
い
う
言
葉
は
、岩
木

川
の
本
質
を
射
抜
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

本州最北端の暮らしを養う岩木川49
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8遊歩道で白神山地のブナ林を体感　9 環境省西目屋自然保護官事務所の西田樹生さん　10 五所川原市教育委
員会文化係長の榊原滋高さん　11 中泊町博物館館長の齋藤淳さん　12 中世の最盛期に町屋が並んでいた「中世十
三湊の町屋跡」　13 大事に保管されている猿賀神社の船絵馬　14 この地域で水難除けの神様として祀られている水
虎様（すいこさま）　15 現在の鳥谷川と豊岡集落　16 昭和30年代の鳥谷川と豊岡集落 塚本忠志氏撮影／中泊町博物館蔵

ブナの実と新芽。実は動
物の貴重な食糧だが、
人間が食べてもおいしい
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シンポジウムで学んだ情報をクルーズで体感
「ミツカン水の文化フォーラム 2019」では、シンポジウムとは別
日程でクルーズ企画も実施しました。シンポジウム参加希望者のう
ち、クルーズへの参加も希望される方のなかから抽選で 20 余名を
選出。実際に船に乗り、江戸市中に物資を船で運び込んだ運河や
掘割などの跡をたどることで、シンポジウムの内容を体感していた
だきました。ナビゲーターは東北学院大学教授の斎藤善之さんにお
願いし、一般社団法人 まちふね みらい塾 専務理事の阿部彰さん
にも解説していただきました。

『水の文化』62号の記事について誤記がありましたので、お知らせいたします。

ｐ5	 目次内の写真説明文
	 誤	 東京の東部を流れる荒川と、荒川の左岸から合流する中川（提供：葛飾区）
	 正	 東京の東部を流れる中川と新中川の分岐点（提供：葛飾区）

ｐ10	図1のタイトル
	 誤	 平成30年7月豪雨（西日本豪雨）48時間降水量の期間最大値の分布図
	 正	 平成30年7月豪雨（西日本豪雨）期間降水量の分布図（6月28日0時～7

月8日24時）

ｐ10	本文1段目10～11行目
	 誤	 48時間降水量の期間最大値
	 正	 6月28日0時から7月8日24時の期間雨量
ｐ10	本文2段目8行目
	 誤	 48時間降水量を見ると、
	 正	 同期雨量は

すでにお手元に届いている読者の皆さまに訂正してお詫びいたします。

機関誌『水の文化』62号に関する訂正とお詫び

センター活動報告

「ミツカン水の文化フォーラム 2019」を開催しました

江戸東京からの学び
廻船が運んだモノと文化とは

クルーズ
日時　2019 年10月26日（土）8:00 ～12:00

エリア　佃・日本橋川・小名木川エリア
参加者数　24 名

阿部 彰さん
一般社団法人 
まちふね みらい塾
専務理事 

小泉和子さん
家具道具室内史学会
会長

木村直也さん
立教大学 文学部
特任教授

斎藤善之さん
東北学院大学
経営学部 教授

絵図を用いて船上で解説する
斎藤善之さん

2020 年を目前に控え、世界から注目を集め
る「江戸東京」。かつては運河や堀が網目のよ
うに張り巡らされた水の都であり、廻船が全国
から運び込んだモノが100 万人以上の人々の
暮らしを支え、特有の文化を開花させました。

また、舟運には欠かせない道具「桶樽」は、
江戸時代に爆発的に普及し、生産と暮らしのあ
らゆる分野で活用されました。

優れた循環型社会であったといわれる江戸の
「知恵」は、その文化や暮らしを支えた流通や
道具のなかに、どのように息づいていたのでし
ょうか？ そして、その「知恵」から現代社会が
学ぶべき点はあるのでしょうか？
「ミツカン水の文化フォーラム 2019」では、

「江戸東京からの学び　廻船が運んだモノと文
化とは」と題して、「水とのつきあい方」を絡め
ながら、持続可能な社会・暮らしに引き継ぐべ
き「江戸の知恵」を探りました。

当日の講演、パネルディスカッションの抄録
は、当センターのホームページで公開予定で
す。ぜひご覧ください。

講演1　斎藤善之さん

江戸後期の市場を支えた船・商人・港

講演2　小泉和子さん

桶樽が支えた江戸時代
パネルディスカッション

ファシリテーター 木村直也さん　パネラー 斎藤善之さん　小泉和子さん

江戸東京から学ぶ、
持続可能な社会・暮らしに引き継ぎたい知恵

シンポジウム
日時　2019 年10月19日（土）13:00 ～17:00

会場　立教大学 池袋キャンパス
来場者数　90 名



編
集
後
記

こ
の
度
の
度
重
な
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
皆
さ
ま
に

謹
ん
で
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
水
は
我
々
に
恵
み
と
災
い
の
両
方

を
も
た
ら
し
て
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
今
号
は
、
水
と
の
関
わ
り

が
深
い
桶
・
樽
の
役
割
の
変
遷
か
ら
学
べ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
と
始

め
た
企
画
で
し
た
が
、
先
人
の
知
恵
と
共
に
、
こ
れ
に
携
わ
る
方
々
の

時
を
経
る
こ
と
へ
の
思
い
か
ら
「
縁
を
結
ぶ
」
と
い
う
気
づ
き
（
恵
み
）

を
い
た
だ
け
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。（
五
）

桶
樽
全
盛
期
の
こ
と
を
知
る
に
つ
け
、「
藍
」
取
材
時
に
も
学
ん
だ
循
環

型
社
会
江
戸
の
徹
底
ぶ
り
に
驚
か
さ
れ
た
。
修
理
し
て
使
い
続
け
、最
後

は
燃
料
と
し
て
使
い
倒
す
。モ
ノ
を
消
費
す
る
の
で
は
な
く
使
い
続
け
る

前
提
で
考
え
る
と
、自
ず
と
知
恵
や
工
夫
が
わ
い
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
ひ

た
す
ら
消
費
す
る
こ
と
に
慣
れ
切
っ
た
自
分
の
生
活
の
中
で
、ま
ず
は
何

か
１
つ
「
使
い
倒
す
」
経
験
を
積
ん
で
み
た
い
と
興
味
が
わ
い
て
き
た
。

（
松
）

身
近
な
桶
を
探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
我
が
家
に
ひ
と
つ
飯
台
が
あ
り
ま

し
た
。
毎
年
、
桃
の
節
句
で
ち
ら
し
寿
司
を
作
る
と
き
に
登
場
し
ま
す
。

年
に
一
度
し
か
登
場
し
ま
せ
ん
が
、
何
十
年
も
我
が
家
で
大
切
に
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
編
集
会
議
の
際
に
「
時
間
の
経
過
と
と
も
に
価
値
が
増

す
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
飯
台
と
い
う
木
桶

を
持
ち
続
け
た
時
間
の
経
過
の
分
、
家
族
と
の
思
い
出
が
増
え
て
価
値

が
増
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。（
飯
）

私
の
書
斎
に
は
15
年
以
上
使
っ
て
い
る
木
の
椅
子
が
あ
る
。
こ
の
椅
子

は
、
ほ
と
ん
ど
の
部
材
が
機
械
加
工
で
、
ど
う
し
て
も
機
械
で
は
加
工

で
き
な
い
細
部
に
手
仕
事
の
技
が
使
わ
れ
て
い
る
。
発
売
か
ら
70
年
近

く
経
つ
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
商
品
だ
が
、
か
つ
て
は
多
く
の
工
程
を
職
人
技

に
頼
っ
て
い
た
。
購
入
時
は
白
木
だ
っ
た
こ
の
椅
子
は
、
良
い
具
合
に

色
が
変
わ
っ
て
き
た
。
汚
れ
も
傷
も
、
長
い
時
間
を
過
ご
し
た
自
分
の

歴
史
。
そ
の
よ
う
な
経
年
変
化
も
自
然
素
材
の
魅
力
の
ひ
と
つ
だ
。（
力
）

人
は
皆
、性
格
が
違
う
し
癖
も
異
な
る
。
と
こ
ろ
が
木
桶
も
そ
う
ら
し
い
。

人
に
よ
く
見
ら
れ
る
場
所
の
木
桶
は
も
ろ
み
が
ど
ん
ど
ん
よ
く
な
る
け

れ
ど
、隅
っ
こ
の
木
桶
は
そ
れ
に
及
ば
な
い
―
―
そ
ん
な
話
を
ヤ
マ
ロ
ク

醤
油
で
聞
い
た
。
な
る
べ
く
目
を
向
け
て
、と
き
に
は
声
を
か
け
る
と
変

わ
っ
て
い
く
そ
う
だ
。物
言
わ
ぬ
木
桶
に
も
個
性
が
あ
る
と
知
っ
て
不
思

議
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
子
育
て
や
後
進
の
指
導
と
同
じ
こ
と
だ
と
、
心
を

新
た
に
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
2019 年（令和元年）11 月

企画協力 （氏名 50音順）
沖　大幹 東京大学未来ビジョン研究センター教授
古賀邦雄 水・河川・湖沼関係文献研究会
陣内秀信 法政大学名誉教授
鳥越皓之 大手前大学学長
中庭光彦 多摩大学教授

制作
浦本五郎
松本裕佳
小林夕夏
久保悦史
飯野真奈実

発行
ミツカン水の文化センター 
〒104-0033  東京都中央区新川 1-22-15 茅場町中埜ビル
株式会社 Mizkan Partners
Tel. 03（3555）2607　Fax. 03（3297）8578

編集製作
前川太一郎 編集
中野公力 デザイン・撮影
蔵田　豊 デザイン

執筆
秋山健一郎 （pp.22-25）
佐々木　聖 （pp.10-17、pp.26-27）
手塚ひとみ （pp.18-21）
前川太一郎 （pp.6-9、p.28、pp.36-44、p.49）

撮影
大平正美 （p.6、p.28） 
葛西亜理沙 （p.9、p.26、pp.36-44）
川本聖哉 （pp.4-5、pp.10-13、pp.18-21）
鈴木拓也 （pp.14-17、pp.22-25）
中野公力 （pp.45-49）
藤牧徹也 （pp.32-35）

印刷
中埜総合印刷株式会社

ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第63号
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※禁無断転載複写転売

『水の文化』63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/form63.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：ステンレスタンク2基からな
る宮崎配水塔と隣接する鷺沼北公園
で遊ぶ子どもたち（撮影：川本聖哉）
裏表紙下：ベンチャーウイスキーの樽工
場。ずらりと並ぶ樽は4人の樽職人が
日々研鑚を積んだ証だ（撮影：鈴木拓也）

表紙：ホテルの地下に据えら
れた木製の受水槽。木の特
性で飲料水の質を保つ。30
年以上前に設置された（撮影
協力：シェラトン・グランデ・トーキョー
ベイ・ホテル／撮影：鈴木拓也）
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