
（上）冠雪した大雪山連峰を望む。右端のピークが
東川町の象徴的存在である旭岳（標高2291m）　
撮影：藤牧徹也
（下）そこかしこに木彫看板がある東川町の中心市
街地　撮影：藤牧徹也

表紙：東川町のシンボル「大雪旭岳
源水」そばのせせらぎと、東川町のさま
ざまな魅力を表す写真群。この町の
人々は大雪山連峰が育む水とともに
生きている　撮影：川本聖哉
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私
が
生
ま
れ
た
の
は
、
北
海
道
紋

別
郡
の
遠え

ん
が
る
ち
ょ
う

軽
町
と
い
う
ま
ち
で
す
。

当
時
住
ん
で
い
た
家
の
裏
に
は
牧
草

地
が
広
が
り
、
積
ま
れ
た
牧
草
に
よ

じ
登
っ
て
よ
く
遊
ん
で
い
ま
し
た
。

遠
軽
町
は
コ
ス
モ
ス
が
有
名
で
と
て

も
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
な
の
で

す
が
、
そ
の
温
か
さ
は
幼
い
な
が
ら

に
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　
６
歳
ま
で
遠
軽
町
で
過
ご
し
、
そ

の
後
は
父
の
仕
事
の
関
係
で
美び

唄ば
い

市し

に
、
さ
ら
に
そ
の
１
年
半
後
に
は
、

現
在
実
家
の
あ
る
岩
見
沢
市
に
引
っ

越
し
ま
し
た
。

　
水
泳
の
原
点
は
、
遠
軽
町
で
す
。

当
時
４
歳
く
ら
い
だ
っ
た
私
は
、
ケ

ガ
を
し
た
母
の
リ
ハ
ビ
リ
（
水
泳
）
に

つ
い
て
行
き
、
プ
ー
ル
で
遊
ん
で
い

た
ん
で
す
。
潜
っ
た
り
で
ん
ぐ
り
返

し
を
し
た
り
す
る
の
が
と
に
か
く
お

も
し
ろ
く
て
、
物
心
つ
い
た
と
き
か

ら
水
の
な
か
は
楽
し
い
場
所
で
し
た
。

本
格
的
に
ス
ク
ー
ル
に
通
い
、
競
技

水
泳
を
学
び
は
じ
め
た
の
は
岩
見
沢

に
い
た
小
学
２
年
生
の
こ
ろ
で
す
。

　
中
学
校
の
３
年
間
で
記
録
が
大
幅

に
伸
び
、
高
校
は
親
元
を
離
れ
て
上

京
し
、
東
京
の
ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ

に
所
属
す
る
こ
と
に
。
母
は
私
が
上

京
す
る
こ
と
に
賛
成
で
し
た
が
、
父

は
心
配
か
ら
か
反
対
で
し
た
。
当
時

は
ず
い
ぶ
ん
迷
い
ま
し
た
が
、
今
で

は
あ
の
と
き
上
京
し
て
よ
か
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
高
校
３
年
生
の
と
き
に
ア
ト
ラ
ン

タ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
経
験
し
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
練
習
や
合
宿
、
試
合
漬

け
で
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
か
か
る
暇
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ア
ト
ラ
ン

タ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
終
わ
っ
た
あ
と

で
無
性
に
寂
し
く
な
り
、
下
宿
先
の

シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
な
が
ら
泣
き
ま
し

た
。
調
子
が
上
が
ら
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
両
親
に
告
げ
ぬ
ま
ま
、
思

い
立
っ
て
北
海
道
に
帰
っ
た
こ
と
も
。

冬
な
の
に
不
思
議
と
「
雪
が
多
い
の

に
暖
か
い
な
ー
」
と
、
広
い
空
を
見

上
げ
て
ホ
ッ
と
し
た
記
憶
が
あ
り
ま

す
。
東
京
に
出
な
け
れ
ば
、
気
づ
け

な
か
っ
た
感
覚
で
す
。

　
私
に
と
っ
て
、
自
分
を
自
由
に
表

現
で
き
る
水
の
な
か
は
、
陸
に
い
る

よ
り
も
楽
で
し
た
。
で
も
、
タ
イ
ム

や
順
位
、
メ
ダ
ル
を
追
い
求
め
て
い

る
と
き
ほ
ど
力
み
が
強
く
な
る
の
か
、

水
を
思
う
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
は
、

プ
ー
ル
に
行
く
の
が
怖
い
と
す
ら
感

じ
た
も
の
で
す
。

　
シ
ー
ズ
ン
オ
フ
が
明
け
て
練
習
が

再
開
し
た
時
。
普
段
は
水
の
重
さ
を

利
用
し
、
そ
れ
を
推
進
力
に
変
え
て

体
が
水
に
の
る
感
覚
な
の
に
、
１
週

間
ほ
ど
練
習
を
休
む
と
水
が
な
か
な

か
キ
ャ
ッ
チ
で
き
ず
「
ス
カ
ス
カ
」

に
感
じ
て
し
ま
う
。

　
水
は
楽
し
さ
も
厳
し
さ
も
、
私
に

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
現
役
引
退
後
は
子
ど
も
を
対
象
に

水
泳
を
教
え
る
機
会
も
多
く
な
り
ま

し
た
。
東
日
本
大
震
災
か
ら
２
年
後

の
あ
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
イ
ベ
ン
ト
の
こ

と
。
い
つ
も
の
よ
う
に
子
ど
も
た
ち

に
水
泳
を
教
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
学

校
の
先
生
が
「
震
災
で
校
庭
が
使
え

な
く
な
っ
た
と
き
、
夏
場
に
子
ど
も

北海道の広い空

ひ
と
し
ず
く

田
中
雅
美

ス
ポ
ー
ツ

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー



北海道の広い空3

た
ち
が
体
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
た

の
が
プ
ー
ル
だ
っ
た
ん
で
す
よ
」
と

教
え
て
く
れ
た
の
で
す
。
子
ど
も
た

ち
に
は
恐
怖
の
対
象
だ
っ
た
は
ず
の

水
。
で
も
、
人
間
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
も
の
で
も
あ
る
水
…
…
。

そ
の
楽
し
さ
を
、
子
ど
も
た
ち
が
少

し
ず
つ
で
も
取
り
戻
し
て
く
れ
て
い

る
の
な
ら
と
、
そ
の
先
生
の
言
葉
に

救
わ
れ
た
思
い
で
し
た
。

　
北
海
道
に
は
、
今
も
年
に
２
回
ほ

ど
帰
り
ま
す
。
着
陸
す
る
飛
行
機
の

窓
か
ら
見
え
る
一
面
の
緑
や
雪
景
色

は
特
有
の
風
景
で
す
。
千
歳
空
港
か

ら
岩
見
沢
ま
で
の
田
舎
道
で
、
広
大

な
畑
の
向
こ
う
に
沈
む
夕
日
を
見
た

と
き
な
ど
は
言
葉
に
な
り
ま
せ
ん
。

反
対
に
、
羽
田
空
港
か
ら
モ
ノ
レ
ー

ル
に
乗
り
、
徐
々
に
増
え
て
い
く
ビ

ル
を
眺
め
な
が
ら
「
よ
し
、
や
る

ぞ
」
と
ス
イ
ッ
チ
が
切
り
替
わ
る
あ

の
感
覚
も
好
き
で
す
が
、
そ
れ
と
は

対
極
に
あ
る
の
が
北
海
道
で
す
。

　
私
は
特
に
、
本
格
的
な
冬
に
入
る

前
の
秋
の
北
海
道
が
好
き
で
す
。
で

も
、
６
月
ご
ろ
の
清
々
し
さ
も
い
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
全
部
好
き
な
ん
で

す
ね
。

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
構
成
／
編
集
部
）

田中雅美（たなか まさみ）
1979年北海道生まれ。競泳平泳ぎの日本代表として、アトランタ、シドニー、
アテネとオリンピックに３大会連続出場。シドニー大会では400ｍメドレーリ
レーで銅メダルを獲得。引退後はメディア出演、講演会、トークショーや水泳
教室で全国を回る。2020年1月には第二子を出産。仕事と子育てで奮闘中。

視界を遮るものがない、北海道らしい雄大な景色（晩秋の十勝平野）
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北
海
道
の
旭
川
空
港
か
ら
車
で
10
分
ほ
ど
の
場

所
に
あ
る
東
ひ
が
し
か
わ
ち
ょ
う

川
町
。
こ
の
人
口
減
少
社
会
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
近
年
は
人
口
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
、
約
８
３
０
０
人
の
町
民
全
員
が
地
下
水
だ

け
で
暮
ら
す
、
日
本
で
も
珍
し
い
町
だ
。

過
去
お
よ
そ
25
年
以
内
に
転
入
し
た
「
移
住
者
」

比
率
は
56
・
６
％
。
つ
ま
り
今
の
町
民
の
２
人
に

１
人
が
「
よ
そ
か
ら
移
っ
て
き
た
人
」
だ
。
移
住

し
た
人
た
ち
は
、
東
川
町
に
ど
ん
な
魅
力
を
感
じ

た
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
も
と
も
と
こ
の
地
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち

は
、
１
９
８
５
年
（
昭
和
60
）
に
「
写
真
の
町
」
を
宣

言
す
る
な
ど
一
風
変
わ
っ
た
施
策
を
講
じ
る
こ
の

地
に
ど
ん
な
愛
着
を
も
ち
、
地
域
に
か
か
わ
っ
て

い
る
の
か
。

美
し
い
大
雪
山
連
峰
に
育
ま
れ
た
水
を
守
り
、
教

育
に
力
を
入
れ
、
住
民
主
体
の
イ
ベ
ン
ト
も
活
発

な
東
川
町
を
探
り
、
今
後
の
地
域
社
会
の
あ
り
方

と
、
そ
こ
に
「
水
」
が
ど
う
か
か
わ
る
か
に
つ
い

て
考
え
た
い
。

Higashikawa-town
人口は8328人、世帯数は3879世帯（2017
年12月31日時点）。面積は247.06k㎡（東西
36.1km・南北8.2km）。
北海道のほぼ中央に位置し、北海道北部の
中核都市・旭川市に隣接する。日本最大の自
然公園「大雪山国立公園」の区域の一部であ
り、大雪山連峰の最高峰・旭岳（2291m）は東
川町域となる。
1894年（明治27）、旭川村字忠別原野の殖
民地として区画整理が行なわれ、1895年（明
治28）に香川、富山、愛知、徳島県人などが入
植し開拓が始まる。1897年（明治30）12月、
旭川村から分割して東川村と称するまでの２
年半は旭川村の一部だった。
「平成の大合併」（1999年から政府主導で行
なわれた市町村合併）では「単独自立」の道を
選択した。

根室

知床

札幌

旭川

函館

室蘭

富良野

帯広

留萌
北見

名寄
紋別

稚内

釧路
根室

網走

北海道

知床

大雪山
  国立公園

東川町
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１
９
７
０
年
代
に
本
格
化

日
本
の
ま
ち
づ
く
り

　

私
は
、
魅
力
的
な
ま
ち
が
あ
る
と
聞

く
と
実
際
に
足
を
運
び
、
地
域
の
人
と

話
を
す
る
こ
と
を
40
年
以
上
続
け
て
い

ま
す
。
北
海
道
滝
川
市
の
ま
ち
づ
く
り

仕
掛
け
人
、
水
口
正
之
さ
ん
の
案
内
で

初
め
て
東
川
町
を
訪
れ
た
の
は
２
０
０

１
年
（
平
成
13
）
の
５
月
で
す
。「
写
真
の

町
」「
木
彫
看
板
設
置
事
業
」
な
ど
に
取

り
組
ん
で
い
て
、
お
も
し
ろ
い
人
が
多

い
。
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
、
今
も
通
い

つ
づ
け
て
い
ま
す
。

　

東
川
町
の
人
口
は
増
加
傾
向
で
、
特

徴
的
な
移
住
者
も
多
い
。
そ
の
た
め
地

域
活
性
化
の
成
功
例
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
を
お
話
し
す
る

前
に
、
活
性
化
を
目
指
す
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
、
い
わ
ゆ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」

を
時
間
軸
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
で
ま
ち
づ
く
り
が
本
格
的
に
始

ま
っ
た
の
は
１
９
７
０
年
代
で
す
。
嚆こ
う

矢し

と
な
っ
た
の
は
、
住
民
主
体
で
音
楽

祭
と
映
画
祭
を
開
き
、
文
化
人
も
巻
き

込
ん
で
知
名
度
を
高
め
た
湯
布
院
町

（
現
・
大
分
県
由
布
市
）、
そ
し
て
日
本
初
の
自

治
体
経
営
に
よ
る
ワ
イ
ン
製
造
が
「
十

勝
ワ
イ
ン
」
と
し
て
認
知
さ
れ
た
北
海

道
の
池
田
町
な
ど
で
す
。
そ
の
後
、
各

市
町
村
が
１
つ
ず
つ
特
産
品
を
育
て
る

こ
と
に
よ
っ
て
活
性
化
を
図
る
「
一
村

一
品
運
動
」
が
大
分
県
で
始
ま
り
、
全

国
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
一
村
一

品
運
動
は
六
次
産
業
化
の
先
駆
け
で
す
。

　

そ
の
後
は
「
住
民
自
治
」
が
注
目
を

集
め
ま
す
。
北
海
道
で
代
表
的
な
の
は

ニ
セ
コ
町
で
す
。
全
国
初
と
な
る
自
治

体
の
憲
法
「
ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基

本
条
例
」
を
策
定
し
、
住
民
と
の
情
報

共
有
化
と
住
民
参
加
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
、
制
度
と
し
て
保
障
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
の
ベ
ー
ス
に

は
、
社
会
学
者
の
鶴
見
和
子
さ
ん
な
ど

が
１
９
７
０
年
代
に
論
じ
た
「
内
発
的

発
展
論
」
が
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
言
う

と
、
中
央
政
府
主
導
に
よ
る
地
域
開
発

で
は
な
く
、
地
域
固
有
の
資
源
を
活
か

し
、
地
域
住
民
の
主
導
に
よ
る
自
主
的

発
展
を
目
指
そ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と

長
期
ビ
ジ
ョン
の
な
い
現
状

　

一
方
、
日
本
政
府
は
１
９
６
２
年

（
昭
和
37
）
に
「
地
域
間
の
均
衡
あ
る
発

展
」
を
目
指
し
「
全
国
総
合
開
発
計
画

（
略
称 

全
総
）」（
注
1
）
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
日
本
の
国
土
政
策
の
基
本
的
な

方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
計
５
回
作
成

さ
れ
ま
し
た
が
、
２
０
０
５
年
（
平
成

17
）
の
法
改
正
に
伴
い
、
全
総
に
代
わ

っ
て
「
国
土
形
成
計
画
」（
注
2
）
が
策
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
人
口
減

少
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
に
対
応
す
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
私

の
目
に
は
「
国
土
を
ど
う
す
る
か
」
と

い
う
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
映
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
の

人
口
減
少
、
少
子
化
、
高
齢
化
、
財
政
難
…
…
日
本
、
特
に
地
方
都
市
を
取
り
巻
く

状
況
は
厳
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
人
口
増
を
実
現
し
た
東
川
町
に
は
視
察
団
が
引
き

も
切
ら
な
い
。
い
っ
た
い
何
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
か
。
全
国
を
飛
び
回
っ
て
地
域

と
人
を
つ
な
ぎ
つ
づ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
る
「
み
つ
ば

ち
先
生
」
こ
と
鈴
木
輝
隆
さ
ん
に
、
現
代
の
ま
ち
づ
く
り
の
概
況
と
東
川
町
の
位

置
づ
け
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
聞
い
た
。

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち

Terutaka Suzuki
1949年名古屋市生まれ。北海道大学農学
部卒業。神戸市役所、山梨県庁、総合研究
開発機構主任研究員、江戸川大学教授、
立正大学特任教授を経て現職。地域経営
論、ローカルデザイン論を研究。著書に『ろ
ーかるでざいんのおと　田舎意匠帳―あ
のひとが面白い、あのまちが面白い』『みつ
ばち鈴木先生―ローカルデザインと人の
つながり』などがある。

インタビュー

鈴木輝隆さん

資源家（地域クリエイター）
江戸川大学名誉教授

ローカルデザイン研究所【BEENS】
代表

「
ま
ち
づ
く
り
」に

今
、必
要
な
も
の

　

東
川
町
に
行
く
と
未
来
が
見
え
る

【概論】

（注1）全国総合開発計画
国土の利用、開発などに関する総合的かつ基本的な計画で、住宅、都市、
道路などの整備のあり方などを長期的に方向づけるもの。「豊かな環境の
創造」「人間居住の総合的環境の整備」「多極分散型国土の構築」「多
軸型国土構造形成の基礎づくり」など時代の要請に応じて策定していた。

（注2）国土形成計画
日本全国の区域について定める

「全国計画」と、ブロック単位の地
方ごとに定める「広域地方計画」
からなる。
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地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て
、
市
区
町

村
に
策
定
を
義
務
づ
け
て
い
た
総
合
計

画
の
基
本
部
分
「
基
本
構
想
」
が
、
つ

く
ら
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
基
本
構
想
は
そ
の
地
域

の
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
の
根
本
と
な
る
も
の

で
す
。
こ
の
部
分
を
な
お
ざ
り
に
す
る

と
目
先
の
利
益
を
優
先
し
が
ち
に
な
り
、

も
っ
と
も
重
要
な
そ
の
町
の
「
未
来
を

構
想
す
る
力
」
が
失
わ
れ
る
危
険
が
あ

る
。
実
際
に
弊
害
が
出
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
六
次
産
業
化
な
ら
、
地
域
全

体
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
構
想
の
も
と
自
分
た
ち
で
ア
イ
デ

ィ
ア
を
出
し
、
ど
う
い
う
方
法
を
と
る

か
決
断
し
て
進
め
る
べ
き
で
す
が
、
そ

の
実
行
力
が
弱
ま
っ
て
い
ま
す
。
逆
に

「
住
民
自
治
さ
え
あ
れ
ば
い
い
」「
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
に
期
待
し
て
と
り
あ
え
ず
何

か
や
ろ
う
」
と
い
っ
た
場
当
た
り
的
な

施
策
が
目
に
つ
く
の
が
、
日
本
の
ま
ち

づ
く
り
の
現
状
で
す
。

　

し
か
も
、
あ
る
地
域
が
一
時
的
に
活

性
化
し
た
と
し
て
も
長
続
き
し
な
い
こ

と
が
多
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
が
訪
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
商
店
主
が
商
売
を
放

っ
た
ら
か
し
て
不
動
産
業
に
勤
し
む
よ

う
に
な
り
、
商
店
街
が
す
た
れ
る
か
ら
。

ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
チ
ェ
ー
ン
店

や
土
産
物
屋
に
店
舗
を
貸
す
の
で
、
商

店
街
が
俗
化
し
て
魅
力
を
失
い
、
地
域

の
元
気
が
失
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
各
地
で
今
も
っ
と
も
苦
労

し
て
い
る
の
は
「
合
意
形
成
」
で
す
。

新
し
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
れ
ば
反
対

派
が
出
る
の
は
当
然
で
す
が
、
日
本
全

体
が
高
齢
化
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て

「
別
に
新
し
い
こ
と
を
や
ら
な
く
て
も

い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
保
守
的
な

人
が
増
え
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち

を
巻
き
込
ん
で
合
意
形
成
す
る
段
階
で

疲
弊
し
て
し
ま
い
、
い
ざ
実
行
と
な
っ

て
も
力
が
出
せ
な
い
状
態
で
す
。

　

自
治
体
も
基
本
構
想
を
つ
く
ら
な
く

て
よ
く
な
っ
た
こ
と
で
、
自
ら
構
想
す

る
機
会
が
減
っ
て
い
ま
す
。
町
の
総
合

計
画
を
外
注
す
る
の
で
、
新
し
い
ア
イ

デ
ィ
ア
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
。
徳

島
県
の
神
山
町
な
ど
一
部
の
地
域
は
が

ん
ば
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
数
は
少
な

い
の
で
す
。

一
人
ひ
と
り
の
夢
を

大
事
に
す
る
風
土

　

従
来
の
や
り
方
で
は
う
ま
く
回
ら
な

い
こ
の
状
況
で
東
川
町
が
注
目
さ
れ
て

い
る
の
は
、
地
域
で
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出

し
、
決
断
し
て
実
行
に
移
す
力
が
秀
で

て
い
る
か
ら
で
す
。

図書室、大雪山関連資料、写真コレクションな
どからなる文化施設「せんとぴゅあⅡ」。これも
東川町が未来を見据えて行なった事業の１つ

新規出店が多いため、頻繁に改訂する手描きの地図「ひが
しかわグルメMap（市街地編）」。旭川空港や道の駅ひがし
かわ「 道草館 」で入手できるほか、ひがしかわ観光協会の
HP からもダウンロード可能

「まちづくり」に今、必要なもの　東川町に行くと未来が見える

良質な地下水に恵まれた東川町を象徴する「大雪旭岳源水」
の源泉。湧出量は1 分間に約 4600L

東
川
町
の
話
を
す
る
と

「
行
って
み
た
い
！
」と
み
ん
な
が
言
う
の
で
す
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し
か
し
、
最
初
か
ら
そ
う
だ
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
１
９
８
５
年

（
昭
和
60
）
の
「
写
真
の
町
」
宣
言
は
、

町
政
１
０
０
周
年
に
向
け
た
一
村
一
品

運
動
の
一
つ
で
、
外
部
の
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
会
社
か
ら
の
提
案
を
採
用
し
た

も
の
で
し
た
。
そ
の
会
社
が
倒
産
し
て

し
ま
っ
た
。
自
ら
動
く
し
か
な
く
な
り
、

そ
こ
で
初
め
て
人
脈
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
重
要
性
に
気
づ
き
ま
す
。

　

東
川
町
は
合
意
形
成
や
進
め
方
が
と

て
も
上
手
で
す
。
町
内
の
さ
ま
ざ
ま
な

立
場
の
人
を
集
め
て
「
こ
う
い
う
こ
と

を
や
り
た
い
け
ど
、
み
ん
な
ど
う
思

う
？
」「
財
源
は
こ
れ
が
使
え
る
」「
こ

う
い
う
点
で
協
力
し
て
ほ
し
い
」
と
呼

び
か
け
て
「
さ
あ
、
み
ん
な
で
や
ろ
う

じ
ゃ
な
い
か
」
と
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

ま
た
、
な
ん
で
も
い
い
か
ら
店
を
出

そ
う
と
も
し
ま
せ
ん
。
い
い
意
味
で

「
店
を
選
ん
で
」
招
き
入
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
店
舗
が

空
い
た
ら
町
が
買
い
取
り
、
公
募
の
よ

う
な
形
で
入
店
者
を
募
り
、
応

募
し
て
き
た
ら
調
査
す

る
。
そ
し
て
「
こ
の
人

な
ら
」
と
見
込
ん
だ
店

だ
け
を
誘
致
す
る
の
で

す
。
よ
そ
の
町
で
は
空

き
家
を
斡
旋
す
る
程
度

で
す
が
、
工
事
が
必
要

な
ら
ば
東
川
町
が
改
修

し
た
う
え
で
引
き
渡
し
ま
す
。

　

そ
う
い
う
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
て
、

新
た
に
起
業
し
た
人
や
店
の
９
割
は
黒

字
経
営
と
聞
い
て
い
ま
す
。
民
間
の
個

人
住
宅
に
も
助
成
金
を
用
意
し
て
、
移

り
住
み
た
い
と
い
う
人
た
ち
を
大
切
に

迎
え
入
れ
て
い
ま
す
ね
。

　

一
人
ひ
と
り
の
夢
を
大
事
に
す
る
。

そ
う
い
う
風
土
の
町
で
も
あ
る
の
で
す
。

Ａ
Ｉ
時
代
に
お
け
る

リ
ア
リ
テ
ィ
の
重
要
性

　

今
の
日
本
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
前

例
に
と
ら
わ
れ
ず
実
験
を
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
東
川
町
は
常

に
新
し
い
こ
と
に
投
資
し
、
実
験
を
繰

り
返
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」

と
個
人
の
ふ
る
さ
と
納
税
「
ひ
が
し
か

わ
株
主
制
度
」
で
外
部
か
ら
の
投
資
を

呼
び
込
ん
で
い
ま
す
。
コ
ツ
コ
ツ
と
自

分
た
ち
の
ま
ち
を
よ
く
し
て
い
こ
う
と

す
る
従
来
の
ま
ち
づ
く
り
を
「
貯
蓄

型
」
と
す
る
な
ら
ば
、
東
川
町
は
人
脈

や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
す
る
「
投
資

型
」
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

実
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
「
内
発

的
発
展
論
」
は
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ

そ
の
意
味
が
矮
小
化
さ
れ
た
き
ら
い
が

あ
り
ま
す
。
内
発
的
と
は
た
ん
な
る
地

域
内
の
自
給
自
足
で
は
な
く
、「
地
域
外

の
人
材
や
資
金
な
ど
も
呼
び
込
ん
で
、

自
分
た
ち
の
町
を
よ
り
よ
く
し
て
い

く
」
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
東

川
町
の
取
り
組
み
は
、
正
統
な
内
発
的

発
展
論
に
基
づ
く
ま
ち
づ
く
り
の
新
た

な
方
向
性
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

Ａ
Ｉ
の
進
化
で
次
の
社
会
が
ど
う
な

る
か
は
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
バ
ー

チ
ャ
ル
の
進
化
に
可
能
性
を
見
い
だ
す

人
も
多
い
で
し
ょ
う
。
松
岡
市
郎
さ
ん

が
東
川
町
の
町
長
と
し
て
最
初
に
行
な

っ
た
事
業
は
、
大
雪
旭
岳
源
水
の
遊
歩

道
「
源
水
歩
道
」
の
整
備
で
し
た
。
周

囲
の
人
は
「
な
ぜ
こ
れ
を
？
」
と
困
惑

し
た
そ
う
で
す
が
、「
水
」
を
東
川
町
の

象
徴
的
な
存
在
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ

と
で
、
環
境
の
よ
い
町
、
景
観
の
よ
い

町
、
水
道
の
な
い
町
と
い
う
ブ
ラ
ン
デ

ィ
ン
グ
に
つ
な
げ
ま
し
た
。

　

大
雪
山
が
も
た
ら
す
豊
か
な
水
、
そ

し
て
そ
の
山
々
と
水
田
が
織
り
な
す
美

し
い
風
景
、
そ
れ
を
借
景
と
し
て
広
が

る
瀟し
ょ
う
し
ゃ洒な

住
宅
街
と
点
在
し
つ
つ
増
え

て
い
る
個
性
的
な
飲
食
店
…
…
。
東
川

町
は
明
ら
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
重
視
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
私
が
東
川
町
の
話
を

す
る
と
、
聞
い
た
人
は
み
ん
な
「
行
っ

て
み
た
い
！
」
と
言
い
ま
す
。
東
川
町

に
行
く
と
未
来
が
見
え
る
―
―
そ
う
感

じ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
２
０
年
12
月
24
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

【概論】

旭
川
駅

忠
別
ダ
ム

忠別川

倉
沼
川

ペーパン川
安足間川

忠別湖

J
R
富
良
野
線美

瑛
川

旭川市

東神楽町

旭川市 上川町

東川町旭川空港

大雪旭岳
源水公園

天人峡温泉

第一遊水池

第二遊水池

基線通

旭岳温泉

旭山

旭岳

石狩山地千代ケ岡駅

西神楽駅

北美瑛駅

中心部

札幌

旭川

函館

室蘭

富良野

帯広

留萌 北見

名寄 紋別

稚内

釧路
根室

網走

北海道

知床

大雪山
  国立公園

東川町

■東川町Map

大雪山
  国立公園

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち
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東川町の水と米でつくった「奥泉」のおかゆ

東
川
で
暮
ら
す

東
川
町
の
人
口
は
１
９
５
０
年（
昭
和
25
）に
１
万
７
５
４
人
を
記
録
し
て
以
降
減
り

つ
づ
け
、一
時
は
７
０
０
０
人
を
割
り
込
ん
だ
。し
か
し
、１
９
９
４
年（
平
成
６
）以
降

は
増
加
に
転
じ
、２
０
１
４
年（
平
成
26
）に
は
42
年
ぶ
り
に
８
０
０
０
人
台
ま
で
回
復

し
た
。増
加
傾
向
と
な
っ
た
こ
ろ
と
２
０
１
８
年（
平
成
30
）を
比
較
す
る
と
、町
民
の

２
人
に
１
人
が
移
住
者
だ
っ
た
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
る
。

移
り
住
ん
だ
人
た
ち
は
、ど
ん
な
経
緯
で
、東
川
町
の
ど
こ
に
魅
力
を
感
じ
た
の
か
。

暮
ら
し
の
実
感
を
お
聞
き
す
る
と
、「
水
」「
楽
し
み
」「
自
然
」と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

が
浮
か
び
あ
が
っ
た
。

【移住者の実像】

水
楽しみ

自然

�中国茶と相性のいい水を求めて

�一杯のコーヒーが地縁をつなぐ

�雄大で美しい風景が決め手

� 「楽しみが近い」町で子育て

�大自然のなかでのびのびと

�五感を潤す水の景色に惹かれて

東川で暮らす
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市
街
地
の
外
れ
に
ひ
っ
そ
り
と
た
た

ず
む
、
隠
れ
家
の
よ
う
な
建
物
。
木
々

に
囲
ま
れ
た
店
の
ド
ア
を
開
け
る
と
、

オ
ー
ナ
ー
の
斉
藤
裕
樹
さ
ん
、
奥お
く
い
ず
み泉富

士
子
さ
ん
夫
婦
が
穏
や
か
な
笑
顔
で
迎

え
て
く
れ
る
。

　

こ
こ
は
、
中
国
茶
と
お
か
ゆ
と
点
心

の
店
「
奥
泉
」
だ
。
中
国
茶
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
の
奥
泉
さ
ん
が
惚
れ
込
ん
だ
、

中
国
福
建
省
の
武ぶ

い夷
岩が

ん
ち
ゃ茶

と
い
う
希
少

な
お
茶
を
専
門
に
扱
っ
て
い
る
。

　

二
人
は
東
京
で
仕
事
を
し
て
い
る
時

に
出
会
っ
た
。
斉
藤
さ
ん
は
新
潟
、
奥

泉
さ
ん
は
埼
玉
の
出
身
。
結
婚
後
、
中

国
茶
の
店
を
出
し
た
い
と
い
う
夢
の
た

め
、
飲
食
店
で
働
い
て
い
た
斉
藤
さ
ん

が
点
心
を
学
び
、
２
０
１
６
年
に
独
立
。

札
幌
の
円
山
地
区
に
念
願
の
店
を
オ
ー

プ
ン
し
た
。
北
海
道
を
選
ん
だ
の
は
、

温
か
い
も
の
を
出
す
な
ら
寒
い
と
こ
ろ

が
い
い
と
考
え
た
か
ら
。

　

た
だ
、
武
夷
岩
茶
は
非
常
に
デ
リ
ケ

ー
ト
な
お
茶
で
、
水
が
違
う
だ
け
で
味

や
香
り
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
札
幌
の

水
と
は
相
性
が
悪
く
、
本
来
の
魅
力
が

最
大
限
に
引

き
出
せ
な
か

っ
た
。

「
そ
れ
で
道

内
各
地
の
水
を
試
し
た
の
で
す
が
、
武

夷
岩
茶
は
も
と
も
と
岩
山
に
生
え
て
い

る
お
茶
な
の
で
、
ミ
ネ
ラ
ル
分
の
多
い

東
川
の
水
と
特
に
相
性
が
よ
か
っ
た
ん

で
す
。
東
川
に
は
お
米
も
あ
る
し
、
景

色
も
い
い
。
自
分
た
ち
の
理
想
に
近
い

お
店
が
つ
く
れ
る
の
で
は
と
、
移
転
を

決
心
し
ま
し
た
」
と
斉
藤
さ
ん
。

　

納
得
の
い
く
物
件
が
出
る
ま
で
２
年

ほ
ど
辛
抱
強
く
待
ち
つ
づ
け
、
よ
う
や

く
今
の
店
に
出
会
っ
た
。
そ
し
て
２
０

２
０
年
１
月
、
東
川
の
地
で
「
奥
泉
」

は
新
し
い
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

　

斉
藤
さ
ん
が
つ
く
る
お
か
ゆ
は
、
米

と
水
だ
け
で
炊
く
シ
ン
プ
ル
な
ス
タ
イ

ル
。
東
川
産
の
米
を
お
か
ゆ
用
に
特
別

に
精
米
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

「
お
か
ゆ
は
米
と
水
の
産
地
が
同
じ
だ

と
、
本
当
に
お
い
し
く
で
き
る
ん
で
す

よ
」
と
斉
藤
さ
ん
。
う
れ
し
い
誤
算
だ

っ
た
の
は
、
点
心
の
皮
が
き
め
細
か
く

1「奥泉」が提供する中国福建省の武夷岩茶。東川町の地下水が味と香りを
引き立てる 2斉藤裕樹さん（右）と奥泉富士子さん（左）。敷地内の納屋を改修
してミニシアターを開く夢も抱いている  3スタンダードなおかゆセット 札幌時代のリピーターも訪れる「奥泉」

1

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち

中
国
茶
と
相
性
の
いい
水
を
求
め
て

理想に近いお店がつくれると思いました。

�移住者の
実像

斉藤裕樹さん

奥泉富士子さん
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水 も
ち
も
ち
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
水
だ
け

で
こ
ん
な
に
も
変
わ
る
の
か
と
驚
い
た
。

　

東
川
に
来
た
と
き
に
、
二
人
で
決
め

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ラ
ン
チ
営

業
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
。
札
幌
の
店

で
は
、
た
く
さ
ん
の
客
が
来
て
く
れ
た

が
、
お
昼
時
は
慌
た
だ
し
く
、
お
茶
を

楽
し
ん
で
も
ら
う
余
裕
も
な
か
っ
た
。

「
武
夷
岩
茶
は
、
お
湯
を
注
げ
ば
何
煎

も
飲
め
る
お
茶
。
お
客
さ
ま
に
、
一
煎

一
煎
の
色
や
香
り
の
変
化
を
、
時
間
を

か
け
て
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で

す
」
と
奥
泉
さ
ん
は
話
す
。

　

お
昼
時
に
店
を
閉
め
る
な
ん
て
無
謀

だ
と
同
業
者
に
も
驚
か
れ
る
。
で
も
儲

け
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

こ
へ
来
た
ら
、
窓
の
外
の
旭
岳
を
眺
め

な
が
ら
の
ん
び
り
お
茶
を
飲
ん
で
、
い

く
ら
で
も
ゆ
っ
く
り
し
て
ほ
し
い
だ
け

と
二
人
は
口
を
そ
ろ
え
る
。

「
お
客
さ
ま
も
私
た
ち
も
互
い
に
ゆ
っ
た

り
と
楽
し
い
時
間
が
過
ご
せ
た
ら
、
そ

れ
が
私
た
ち
の
理
想
の
お
店
な
ん
で
す
」

（
２
０
２
０
年
11
月
13
日
取
材
）

「
ヨ
シ
ノ
リ
コ
ー
ヒ
ー
」
は
、
田
ん
ぼ

の
真
ん
中
に
い
な
が
ら
本
格
コ
ー
ヒ
ー

が
飲
め
る
東
川
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
だ
。

　

も
と
も
と
旭
川
に
住
ん
で
い
た
轡く
つ
わ
だ田

さ
ん
夫
婦
。
夫
の
芳
範
さ
ん
は
コ
ー
ヒ

ー
の
焙
煎
が
趣
味
で
、
ド
ラ
イ
ブ
が
て

ら
よ
く
東
川
に
源
水
を
汲
み
に
来
て
い

た
が
、
あ
る
時
「
売
り
物
件
」
の
看
板

を
見
つ
け
て
、
こ
こ
に
店
を
つ
く
っ
た

ら
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
人

気
物
件
だ
が
農
地
転
用
の
難
し
い
土
地

一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
が
地
縁
を
つ
な
ぐ

東川で暮らす

（上）ドリップする轡田芳範さん。今は会社をやめて経営に
専念している （下）轡田紗世さんの明るい人柄で店内はい
つも賑やか 4むかごのおかゆと水餃子のセット。おかゆは季節ごとにアレン

ジしたメニューも用意 5調理する斉藤さんと奥泉さん。家庭料
理カフェが農業に専念するため閉店し、この建物を受け継いだ

2

34
5

�移住者の
実像

轡田芳範さん

　　紗世さん
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水

ら
し
く
、「
売
り
」
の
看
板
が
何
度
も
下

り
て
は
上
が
る
。
そ
れ
を
見
る
う
ち
に

店
を
実
現
し
た
い
思
い
が
ど
ん
ど
ん
強

く
な
り
、
３
年
ほ
ど
か
け
て
よ
う
や
く

こ
こ
を
手
に
入
れ
た
。

　

農
家
の
納
屋
だ
っ
た
建
物
を
リ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
し
、
２
０
１
５
年
春
に
自
宅

兼
店
舗
が
完
成
。
当
時
、
芳
範
さ
ん
は

会
社
員
だ
っ
た
の
で
、
妻
の
紗さ

よ世
さ
ん

が
店
の
運
営
を
す
べ
て
任
さ
れ
た
。

「
生
後
５
カ
月
の
娘
を
抱
え
、
心
の
準

備
も
な
い
ま
ま
で
、
直
前
ま
で
『
私
に

は
無
理
』
っ
て
泣
い
て
い
ま
し
た
」
と
、

紗
世
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
振
り
返
る
。

「
ヨ
シ
ノ
リ
コ
ー
ヒ
ー
」
が
提
供
す
る

の
は
、
芳
範
さ
ん
自
身
が
目
利
き
し
た

貴
重
な
豆
を
使
っ
た
ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ

コ
ー
ヒ
ー
。
そ
の
風
味

を
引
き
立
て
て
い
る
の

が
、
東
川
の
地
下
水
だ
。

「
ミ
ネ
ラ
ル
の
バ
ラ
ン

ス
が
う
ち
の
コ
ー
ヒ
ー

に
合
っ
て
い
て
、
味
が

ま
ろ
や
か
に
な
る
ん
で

す
」
と
紗
世
さ
ん
。
店
の
コ
ー
ヒ
ー
の

味
を
再
現
し
た
い
か
ら
と
、
豆
と
一
緒

に
水
を
求
め
て
い
く
客
も
多
い
と
い
う
。

こ
の
秋
に
札
幌
で
開
催
さ
れ
た
コ
ー
ヒ

ー
イ
ベ
ン
ト
で
も
、
水
を
変
え
て
コ
ー

ヒ
ー
の
飲
み
比
べ
を
し
た
と
こ
ろ
、
日

本
の
ト
ッ
プ
バ
リ
ス
タ
や
コ
ー
ヒ
ー
専

門
家
が
皆
、
東
川
の
水
を
絶
賛
し
た
そ

う
だ
。

　

移
住
希
望
者
へ
の
説
明
会
に
、
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
と
し
て
参
加
す

る
こ
と
も
多
い
紗
世
さ
ん
。

東
川
は
水
道
代
が
無
料
と

い
う
点
ば
か
り
注
目
さ
れ

る
が
、「
ミ
ネ
ラ
ル
が
固
着

す
る
の
で
、
水
回
り
は
汚

れ
や
す
い
し
、
浄
化
槽
の

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
定
期
的
に
必
要
で
、

年
間
で
お
金
は
そ
れ
な
り
に
か
か
り
ま

す
」
と
正
直
に
話
し
て
い
る
。
マ
イ
ナ

ス
面
も
き
ち
ん
と
伝
え
た
う
え
で
、
東

川
の
す
ば
ら
し
さ
を
理
解
し
て
移
住
し

て
き
て
ほ
し
い
か
ら
だ
。

　

数
年
前
、
北
海
道
全
域
が
停
電
し
た

時
に
は
、
地
域
の
人
た
ち
が
「
お
店
の

冷
蔵
庫
が
使
え
な
く
て
大
変
だ
ろ
う
」

と
、
自
家
発
電
の
あ
る
公
民
館
の
冷
蔵

庫
を
使
う
よ
う
に
言
っ
て
く
れ
た
。
ご

く
自
然
に
助
け
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

姿
を
見
て
、
幸
せ
な
環
境
に
い
る
こ
と

を
あ
り
が
た
く
実
感
し
た
と
い
う
。

　

夏
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
に
は
、
１
日
に

２
０
０
人
も
の
来
客
が
あ
る
「
ヨ
シ
ノ

リ
コ
ー
ヒ
ー
」。
開
店
か
ら
５
年
超
が

経
ち
、
地
域
に
も
す
っ
か
り
な
じ
ん
で

き
た
。

「
近
所
の
農
家
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、

採
れ
た
て
の
ト
マ
ト
を
都
会
か
ら
来
た

お
客
さ
ん
に
配
っ
て
、
そ
こ
で
話
が
盛

り
上
が
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
よ
」。

田
ん
ぼ
の
な
か
の
小
さ
な
コ
ー
ヒ
ー
シ

ョ
ッ
プ
が
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
縁

を
つ
な
ぐ
憩
い
の
場
所
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
０
２
０
年
11
月
13
日
取
材
）

水
の
ミ
ネ
ラ
ル
バ
ラ
ン
ス
が

う
ち
の
コ
ー
ヒ
ー
に
合
って
い
ま
す
。

（上）水田に囲まれたヨシノリコーヒー。客席を増やすスペースをつくるため、
改修工事中 （中）木のぬくもりを活かし、店内は落ち着いた雰囲気 （下）二
人三脚でコーヒーショップを営む轡田夫妻

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち
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奈
良
県
橿
原
市
か
ら
２
０
１
８
年

（
平
成
30
）
に
移
住
し
て
き
た
小
林
淳す

な
お

さ

ん
、
郁
子
さ
ん
夫
妻
は
東
川
の
水
と
米

に
魅
入
ら
れ
て
い
る
。

「
ど
こ
で
飲
ん
だ
水
よ
り
間
違
い
な
く

お
い
し
い
し
、
近
所
の
農
家
さ
ん
の

『
な
な
つ
ぼ
し
』
は
他
の
産
地
の
同
品

種
と
比
べ
て
も
上
質
だ
と
思
い
ま
す
」

と
淳
さ
ん
は
言
う
。

「
お
米
と
お
水
が
い
い
か
ら
、
た
い
し

た
お
か
ず
が
な
く
て
も
充
分
。
今
日
の

お
昼
も
お
に
ぎ
り
だ
け
で
し
た
」
と
郁

子
さ
ん
。
水
道
管
を
通
る
水
と
違
い
地

下
水
は
年
中
一
定
の
水
温
な
の
で
、
夏

は
ひ
ん
や
り
、
冬
は
ぬ
る
く
感
じ
る
の

も
う
れ
し
い
と
い
う
。
淳
さ
ん
は
「
塩

素
消
毒
し
な
い
地
下
水
を
流
す
と
バ
ク

テ
リ
ア
が
死
な
ず
、
あ
る
種
の
成
分
が

浄
化
槽
に
へ
ば
り
つ
く
の
は
新
た
な
発

見
で
し
た
。
で
も
そ
れ
は
点
検
業
者
が

除
去
し
て
く
れ
る
の
で
、
別
に
面
倒
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
語
る
。

　

長
男
が
暮
ら
す
旭
川
で
退
職
後
の
人

生
を
送
ろ
う
と
市
内
で
土
地
を
探
し
た

が
、
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
。
大

阪
ド
ー
ム
で
開
催
さ
れ
た
北
海
道
の
移

住
フ
ェ
ア
に
行
く
と
、
旭
川
市
の
隣
の

ブ
ー
ス
が
東
川
町
。

「
そ
ん
な
町
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ

た
」
と
淳
さ
ん
。
説
明
を
聞
け
ば
、
ふ

る
さ
と
納
税
（
ひ
が
し
か
わ
株
主
制
度
）
の
特

典
で
無
料
宿
泊
で
き
る
と
い
う
の
で
試

し
て
み
た
。

　

淳
さ
ん
が
「
空
港
か
ら
来
る
と
道
の

両
側
に
水
を
張
っ
た
田
ん
ぼ
が
広
が
り
、

正
面
に
キ
ト
ウ
シ
山
、
右
手
に
旭
岳
が

そ
び
え
て
」
と
言
う
と
、「
天
気
が
い
い

日
だ
っ
た
の
で
大
雪
山
連
峰
が
す
ご
く

雄
大
で
美
し
い

風
景
が
決
め
手

ど
こ
で
飲
ん
だ
水
よ
り
も

間
違
い
な
く
お
い
し
い
で
す
。

東川で暮らす

奈良県から移り住んだ小林淳さん（左）と郁子さん（右）

移住者の
実像�
楽しみ

小林　淳さん

　　郁子さん
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（上）リビングにある薪ストーブ。夜に火を落としても朝まで
家全体が暖かい （中）当初は旭川市に住むつもりだった小
林夫妻。薪ストーブを前に話が弾む （下）薪ストーブで暖を
とるには大量の薪が必要なので、薪割りは淳さんの日課と
なっている

き
れ
い
に
見
え
た
ん
で
す
。
も
う
こ
こ

し
か
な
い
、
と
い
う
話
に
な
っ
た
の
よ

ね
？
」
と
郁
子
さ
ん
。
互
い
に
う
な
ず

き
合
う
。

　

野
菜
は
畑
で
自
給
自
足
。
近
所
の
農

家
の
方
が
来
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
る
。

「
そ
れ
も
朝
６
時
く
ら
い
に
」
と
郁
子

さ
ん
は
笑
う
。「
び
っ
く
り
し
た
の
は
、

日
の
出
の
早
い
北
海
道
の
農
家
さ
ん
て

初
夏
は
３
時
に
は
起
き
て
、
ひ
と
仕
事

し
た
後
な
ん
で
す
」。
ガ
ラ
ス
張
り
の

運
転
席
に
エ
ア
コ
ン
と
ス
テ
レ
オ
が
付

い
た
コ
ン
バ
イ
ン
に
よ
る
収
穫
作
業
を

窓
か
ら
夫
婦
で
見
て
「
時
速
30
㎞
は
出

て
い
ま
す
。
大
き
な
田
ん
ぼ
１
枚
に
20

分
か
か
ら
な
い
！
」
と
最
先
端
の
農
業

に
感
嘆
し
た
こ
と
も
あ
る
。

　

小
林
さ
ん
宅
は
旭
川
市
内
に
も
っ
と

も
近
い
西
端
部
。
大
病
院
も
利
用
し
や

す
い
。
今
は
長
男
が
同
居
し
、
旭
川
へ

通
勤
し
て
い
る
。
か
つ
て
ニ
セ
コ
町
の

高
校
で
寮
生
活
を
し
て
い
た
東
京
在
住

の
次
男
に
「
北
海
道
の
冬
を
甘
く
見
る

な
」
と
釘
を
刺
さ
れ
た
が
、
東
川
は
ニ

セ
コ
ほ
ど
雪
深
く
は
な
い
。

　

今
は
人
生
初
の
薪
割
り
に
夫
婦
で
精

を
出
す
。
淳
さ
ん
が
「
関
西
か
ら
友
人

を
招
い
た
と
き
、
北
国
ら
し
く
て
カ
ッ

コ
が
つ
く
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
設
置

し
た
薪
ス
ト
ー
ブ
で
体
の
芯
か
ら
温
ま

り
、
快
適
に
東
川
の
春
を
待
っ
て
い
る
。

（
２
０
２
０
年
11
月
18
日
取
材
）

　

中
心
市
街
の
分
譲
地
「
グ
リ
ー
ン
ヴ

ィ
レ
ッ
ジ
」。
１
５
０
坪
の
土
地
に
家

を
建
て
た
舟
越
健
造
さ
ん
、
里
奈
さ
ん

夫
妻
は
札
幌
と
旭
川
に
実
家
が
あ
る
。

　

結
婚
し
た
翌
年
の
２
０
１
６
年
（
平

成
28
）
に
移
住
し
て
き
た
。
健
造
さ
ん

は
薬
剤
師
、
里
奈
さ
ん
は
看
護
師
（
現

在
は
育
児
休
暇
中
）
で
と
も

に
旭
川
へ
通
う
。

「
東
川
は
よ
い
町
だ
と

聞
い
て
い
て
、
グ
リ
ー

ン
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
は
緑
豊

か
な
街
並
み
が
き
れ
い

だ
し
、
子
育
て
支
援
も

「楽しみが近い」町で子育て

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち

楽しみ
移住者の

実像�
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（右）庭側から眺めた「グリーンヴィレッジ」の街並み
（左）舟越健造さんと長女・みらちゃんを抱っこする
里奈さん。子どものケアが手厚い東川の暮らしに満
足している

手
厚
い
の
で
、
こ
こ
で
新
生
活
を
始
め

る
こ
と
に
し
ま
し
た
」

　

東
川
町
に
は
景
観
条
例
が
あ
り
、
町

の
宅
地
造
成
地
に
家
を
建
て
る
際
は
協

定
を
結
ぶ
。
勾
配
屋
根
、
落
ち
着
い
た

色
調
、
植
栽
、
低
い
塀
な
ど
、
舟
越
夫

妻
は
、
み
ん
な
で
守
る
景
観
の
し
ば
り

を
む
し
ろ
好
ま
し
く
思
っ
た
。

「
建
ぺ
い
率
40
％
以
下
で
庭
を
つ
く
る

の
で
す
が
、
協
定
を
結
べ
ば
緑
地
化
に

助
成
が
つ
き
ま
す
し
、
町
内
の
業
者
さ

ん
に
ガ
レ
ー
ジ
や
家
具
な
ど
を
発
注
し

て
も
同
様
で
す
。
隣
家
と
２
ｍ
離
す
と

か
三
角
屋
根
な
ど
の
条
件
は
、
ま
っ
た

く
不
自
由
な
い
こ
と
で
し
た
」
と
里
奈

さ
ん
。
１
歳
２
カ
月
の
み
ら
ち
ゃ
ん
を

連
れ
て
里
奈
さ
ん
は
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
や
育
児
サ
ロ
ン
な
ど
に
通
う
。

「
お
母
さ
ん
方
と
お
し
ゃ
べ
り
し
た
り
、

福
祉
専
門
学
校
の
保
育
科
の
学
生
さ
ん

が
子
ど
も
た
ち
と
遊
ん
で
く
れ
ま
す
。

せ
ん
と
ぴ
ゅ
あ
Ⅱ
の
図
書
館
で
は
絵
本

の
読
み
聞
か
せ
も
あ
る
ん
で
す
。
支
援

セ
ン
タ
ー
に
は
い
ろ
ん
な
国
の
人
の
子

ど
も
が
来
て
い
る
し
、
町
な
か
で
外
国

人
に
会
う
の
は
珍
し
く
な
く
、
子
ど
も

に
も
刺
激
的
だ
と
思
い
ま
す
」

　

一
人
で
子
育
て
を
す
る
ス
ト
レ
ス
と

は
無
縁
の
よ
う
だ
。

　

ま
た
、
車
で
旭
川
市
内
ま
で
30
分
、

旭
川
空
港
へ
10
分
と
い
う
地
の
利
も
魅

力
だ
。「
通
勤
は
渋
滞
も
な
く
快
適
で
す

し
、
東
京
へ
は
札
幌
か

ら
行
く
よ
り
も
格
段
に

近
い
の
で
、
冬
は
遊
び

に
行
く
の
が
楽
し
み
で

す
」
と
健
造
さ
ん
。
里

奈
さ
ん
も
「
コ
ロ
ナ
禍

が
な
け
れ
ば
、
夫
の
職

場
が
切
り
替
わ
る
時
期

が
あ
っ
た
の
で
育
休
中

に
東
京
と
ハ
ワ
イ
に
１

カ
月
く
ら
い
ず
つ
住
も

う
か
？ 

と
話
し
て
ま

し
た
」
と
言
う
。

　

か
の
有
名
な
旭
山
動

物
園
へ
も
た
っ
た
の
15

～
20
分
。
年
間
パ
ス
を
使
い
「
今
日
は

カ
バ
さ
ん
見
に
行
こ
う
ね
」
な
ど
と
気

軽
に
出
か
け
ら
れ
る
の
が
う
れ
し
い
と

い
う
。
大
人
に
も
子
ど
も
に
も
「
楽
し

み
が
近
い
」
町
だ
。

　

住
ん
で
み
て
少
し
困
っ
た
の
は
、
６

月
に
近
く
の
ポ
プ
ラ
並
木
の
綿
毛
が
飛

散
し
て
外
に
洗
濯
物
を
干
せ
な
い
こ
と

く
ら
い
。

「
お
い
し
く
て
安
全
な
水
を
豊
富
に
使

え
る
の
も
素
敵
。
無
駄
遣
い
し
な
い
よ

う
に
注
意
し
て
い
ま
す
が
、
水
道
代
が

か
か
ら
な
い
の
は
う
れ
し
い
で
す
」
と

里
奈
さ
ん
。
広
い
敷
地
に
構
え
た
「
東

川
風
住
宅
」
で
子
育
て
ラ
イ
フ
を
満
喫

し
て
い
る
。

（
２
０
２
０
年
11
月
19
日
取
材
）

「楽しみが近い」町で子育て
水を豊富に使えるのも魅力です。

東川で暮らす

「東川風住宅設計指針」に基づいて舟越夫妻が建てた家

舟越健造さん

　　里奈さん
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大
塚
友ゆ

記き

憲の
り

さ
ん
と
祐
子
さ
ん
は
、

こ
こ
東
川
町
で
出
会
い
、
２
０
１
４
年

（
平
成
26
）
に
結
婚
し
た
。

　

友
記
憲
さ
ん
は
２
０
０
０
年
（
平
成

12
）
に
北
海
道
の
大
自
然
に
憧
れ
て
旭

岳
温
泉
の
宿
、
大
雪
山
白
樺
荘
に
住
み

込
み
で
勤
務
し
た
。
20
歳
だ
っ
た
。

「
海
外
旅
行
に
出
て
は
ま
た
働
か
せ
て

も
ら
う
の
を
２
～
３
回
繰
り
返
し
８
～

９
年
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間
、

動
植
物
や
山
の
写
真
を
撮
る
よ
う
に
な

り
、
写
真
を
仕
事
に
し
よ
う
と
千
葉
県

野
田
市
の
実
家
か
ら
１
年
間
、
渋
谷
の

写
真
学
校
に
通
い
ま
し
た
が
、
ど
う
に

も
自
然
が
恋
し
く
、
ま
た
東
川
へ
。
観

光
協
会
の
臨
時
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、

そ
こ
で
妻
に
出
会
い
ま
し
た
」

　

神
奈
川
県
横
須
賀
市
が
実
家
の
祐
子

さ
ん
は
不
動
産
会
社
で
10
年
間
、
Ｉ
Ｔ

関
連
の
仕
事
を
し
て
い
た
。
や
は
り
写

真
が
趣
味
だ
っ
た
。

「
旭
川
空
港
を
拠
点
に
道
北
を
回
り
、

美
瑛
や
富
良
野
の
風
景
が
好
き
で
し
た
。

そ
の
う
ち
、
す
ば
ら
し
い
景
色
を
残
す

自
然
保
護
の
仕
事
を
し
た
い
と
思
う
よ

う
に
な
り
、
東
川
町
の
委
託
事
業
の

〈
旭
岳
自
然
保
護
監
視
員
〉
に
応
募
し

転
職
し
ま
し
た
。
半
年
の
期
間
雇
用
で

大
自
然
の
な
か
で
の
び
の
び
と

1
2

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち

移住者の
実像�
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自然
12自然のなかで遊ぶ大塚さんご
夫妻の子どもたち。都会では得がた
い体験を日々積み重ねている 3夕
日が照らす美しい水田のなかをサイ
クリング。奥に見えるのは大雪山連
峰で、右端のピークが道内最高峰
の旭岳（標高2291m） 4大塚友記
憲さん（左）、祐子さん（右）ご家族。
2018年7月にオープンした東川町
の複合交流施設「せんとぴゅあⅡ」
の図書室にて 写真123提供：
大塚友記憲さん

し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
旭
岳
ビ
ジ
タ
ー
セ

ン
タ
ー
の
欠
員
が
出
て
、
そ
れ
が
観
光

協
会
の
仕
事
で
す
。『
半
年
で
帰
っ
て
く

る
な
ん
て
言
っ
て
た
け
ど
、
そ
ん
な
は

ず
な
い
と
思
っ
て
た
』
と
親
に
は
見
透

か
さ
れ
て
ま
し
た
」

　

観
光
協
会
の
仕
事
を
始
め
た
２
０
１

０
年
（
平
成
22
）
ご
ろ
か
ら
若
い
移
住
者

が
増
え
、
同
世
代
の
友
人
が
多
く
な
っ

た
こ
と
が
心
強
い
。

　

山
岳
ガ
イ
ド
な
ど
の
資
格
を
も
つ
友

記
憲
さ
ん
は
町
の
臨
時
職
員
と
し
て
ビ

ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し
つ
つ
写
真

家
の
仕
事
も
す
る
。
宅
建
士
の
資
格
を

も
つ
祐
子
さ
ん
は
旭
川
市
の
不
動
産
仲

介
業
者
と
契
約
し
て
活
躍
中
だ
。

　

保
育
園
の
年
中
組
と
２
歳
の
姉
弟
は

「
自
然
豊
か
な
環
境
の
お
か
げ
で
、
た

く
ま
し
い
自
然
児
に
育
ち
つ
つ
あ
り
ま

す
」
と
友
記
憲
さ
ん
は
言
い
、「
子
ど
も

た
ち
が
朝
起
き
て
畑
に
行
き
ト
マ
ト
を

も
い
で
食
べ
る
、
み
た
い
な
生
活
が
理

想
で
し
た
。
そ
れ
が
で
き
て
い
る
の
が

う
れ
し
い
」
と
祐
子
さ
ん
も
満
足
そ
う
。

　

あ
る
日
、
家
の
前
に
大
き
な
袋
が
置

い
て
あ
っ
た
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
20
本
。

心
当
た
り
の
知
り
合
い
に
電
話
し
た
が
、

誰
か
わ
か
ら
な
い
。
数
日
後
、「
あ
の
ト

ウ
キ
ビ
、
う
ま
か
っ
た
？
」
と
声
を
か

け
ら
れ
た
。
あ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
だ
っ

た
ん
だ
！「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
お
礼
が
言
え
た
。「
よ
そ
者
扱
い
さ
れ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
て
も
よ
く

し
て
く
れ
ま
す
」
と
祐
子
さ
ん
。

　

老
い
も
若
き
も
持
ち
つ
持
た
れ
つ
、

同
じ
ま
ち
に
暮
ら
す
者
と
し
て
分
け
隔

て
し
な
い
。
そ
ん
な
東
川
流
の
暮
ら
し

方
が
二
人
を
こ
の
地
に
自
然
と
引
き
寄

せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
２
０
２
０
年
11
月
20
日
取
材
）

たくましい自然児に
なりつつあります。

東川で暮らす

3

4

大塚友記憲さん

　　　祐子さん
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移住者の
実像�

自然

「
週
末
に
写
真
を
撮
る
こ

と
だ
け
が
生
き
が
い
で
、

長
野
か
ら
ワ
ン
ボ
ッ
ク
ス

カ
ー
で
３
カ
月
か
け
て
北

海
道
へ
。
そ
の
う
ち
お
金

が
な
く
な
り
、
写
真
館
に
雇
わ
れ
て
１

９
９
６
年
に
上
富
良
野
町
に
移
住
し
ま

し
た
」

　

飯
塚
達
央
さ
ん
は
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に

な
っ
た
２
年

後
に
美
瑛
町

へ
。
結
婚
し

子
ど
も
が
生

ま
れ
、
隣
の

東
川
町
に
転

居
し
た
の
が

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）。
東
川
町
国
際

写
真
フ
ェ
ス
テ
イ
バ
ル
に
出
展
し
た
こ

と
が
あ
る
な
ど
、
東
川
と
は
か
か
わ
り

が
あ
っ
た
。
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）、

縁
あ
っ
て
旭
川
市
内
に
写
真
ス
タ
ジ
オ

を
構
え
た
。「
東
川
を
素
通
り
し
て
出
勤

し
て
い
ま
し
た
。『
写
真
の
町
』
に
い
る

の
に
変
だ
な
と
店
じ
ま
い
し
て
、
現
在

地
に
自
宅
と
家
族
写
真
の
ス
タ
ジ
オ
を

建
て
た
の
が
２
０
１
５
年
で
す
」

　

大
阪
か
ら
静
岡
、
沼
津
、
松
本
、
富

良
野
、
美
瑛
と
転
居
を
繰
り
返
し
た
飯

塚
さ
ん
が
東
川
に
腰
を
落
ち
着
け
た
の

は
、
田
舎
町
に
あ
り
が
ち
な
閉
鎖
的
な

雰
囲
気
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
。

「
こ
れ
は
僕
の
主
観
で
す
が
、
水
の
豊

か
な
稲
作
地
帯
で
暮
ら
し
て
き
た
農
家

の
方
々
が
多
く
、
気
持
ち
が
お
お
ら
か

だ
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

至
る
と
こ
ろ
を
走
る
の
が
、
田
に
水

を
引
く
水
路
。
五
感
を
潤
す
水
の
景
色

に
も
飯
塚
さ
ん
は
惹
か
れ
て
い
る
。

「
５
月
の
田
植
え
か
ら
８
月
い
っ
ぱ
い

ま
で
常
に
水
が
滔と
う
と
う々

と
流
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
時
季
に
な
る
と
マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン

み
た
い
な
の
を
感
じ
る
ん
で
す
」

　

飯
塚
さ
ん
は
東
川
町
議
会
議
員
で
も

あ
る
。
「
ず
っ
と
住
み
つ
づ
け
た
い
町

に
初
め
て
出
会
え
た
の
で
、
ま
ち
づ
く

り
に
か
か
わ
り
た
い
」
と
２
０
１
９
年

の
町
議
選
に
立
候
補
。
当
選
し
た
定
数

12
人
の
う
ち
、
飯
塚
さ
ん
を
含
め
移
住

者
が
４
人
を
占
め
た
の
は
初
め
て
と
い

う
。
68
％
の
投
票
率
は
、
市
区
町
村
議

会
議
員
選
挙
の
全
国
平
均
投
票
率
（
総

務
省
２
０
１
５
年
調
査
）
47
％
に
比
べ
て
格

段
に
高
い
。

　

任
務
の
一
つ
は
前
年
度
決
算
の
承
認

だ
が
、「
８
０
０
０
人
規
模
の
町
で
も
膨

大
な
予
算
・
決
算
書
と
付
随
資
料
が
あ

り
、
と
て
も
細
部
ま
で
は
精
査
し
き
れ

な
い
」
と
明
か
す
。「
議
員
の
大
事
な
役

目
は
行
政
の
監
視
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
つ
も
り
で
疑
問
点
は
質

し
ま
す
が
、
町
長
は
じ
め

職
員
の
皆
さ
ん
が
ま
ち
を

よ
く
し
た
い
一
心
で
仕
事

を
し
て
い
る
こ
と
は
町
議

に
な
っ
て
よ
く
わ
か
っ
た

の
で
、
基
本
的
に
は
信
頼

し
て
い
ま
す
」。

　

飯
塚
さ
ん
が
選
挙
で
訴

え
か
け
た
の
は
、
行
政
と

議
会
で
何
が
行
な
わ
れ
て

い
る
か
伝
え
る
役
割
を
果

た
す
こ
と
。

「
議
員
と
し
て
見
知
っ
た
情
報
を
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
発
信
し
て
い
ま
す
。
行
政
に
対
す

る
関
心
を
高
め
て
も
ら
う
こ
と
が
ま
ち

づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
と
思
っ
た
か
ら

で
す
」

　

東
川
町
で
は
優
秀
な
職
員
が
率
先
し

て
物
事
を
進
め
る
の
で
、
町
民
が
行
政
に

委
ね
が
ち
に
な
る
き
ら
い
が
あ
る
、
と
飯

塚
さ
ん
は
感
じ
て
い
た
が
、
最
近
は
町
民

主
導
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
増
え
、
望
ま
し

い
兆
し
が
見
え
る
。
官
も
民
も
閉
塞
感

を
抱
え
る
地
域
が
多
い
な
か
、
実
に
ぜ
い

た
く
な
悩
み
と
い
う
ほ
か
な
い
。

（
２
０
２
０
年
11
月
19
日
取
材
）

五
感
を
潤
す
水
の
景
色
に
惹
か
れ
て

住
み
つ
づ
け
た
い

町
に
初
め
て

出
合
え
ま
し
た
。

【移住者の実像】

　あまり遠くない過去に東川町
へ移住

した人たちには、いくつかのパタ
ーンが

あるようだ。明確に水を求めてや
ってき

た人、偶然が引き寄せた出合い
から移

り住んだ人、子育て環境や通勤
などの

暮らしやすさを重視した人、あ
る種の

自分探しを終えて「ここだ」と決
めた人。

経緯も年齢もさまざまだが、東
川町の

水、その水を育む大雪山や水田
、旭川

空港に近い地の利などに満足し
ている

ことがわかる。

　次ページからは、こうした移
住者を

呼び寄せるきっかけを生んだ東
川町の

まちづくり施策について見ていき
たい。

写真家として活躍しながら東川町議会議員としても活動
する飯塚達央さん

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち

飯塚達央さん



写真提供：東川町

今
日
の
東
川
町
を
つ
く
っ
た

「
写
真
の
町
」宣
言

東
川
町
の
ま
ち
づ
く
り
で
タ
ー
ニ

ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
「
写

真
の
町
」
宣
言
。「
一
村
一
品
運

動
」
を
東
川
流
に
取
り
入
れ
、
新

た
な
文
化
を
醸
成
し
よ
う
と
し

た
こ
と
か
ら
、
写
真
を
撮
り
に
来

る
人
た
ち
に
恥
ず
か
し
く
な
い
地

域
に
し
よ
う
と
、
の
ち
の
木
彫
看

板
、
景
観
条
例
、
東
川
風
住
宅
設

計
指
針
な
ど
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。

【写真文化首都】

19 今日の東川町をつくった「写真の町」宣言



1中川音治町長（当時）が行なった「写真の町」宣言式 2約1カ月に及ぶ「東川町国際写真フェ
スティバル」ではさまざまなイベントが開かれる（写真は愛好家や大学生による「ストリートフォ
トギャラリー」） 3企画写真展などを行なう「東川町文化ギャラリー」。1989年11月に開館して
以来「写真の町」の中心施設で、2021年2月にリニューアルオープン

1

2

3

前
例
の
な
い

文
化
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し

　

開
拓
90
周
年
を
迎
え
た
１
９
８
５
年

（
昭
和
60
）
６
月
１
日
、
東
川
町
は
「
写

真
の
町
」
宣
言
を
行
な
っ
た
。
高
名
な

写
真
家
を
輩
出
し
た
わ
け
で
も
、
写
真

関
連
の
企
業
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
、

小
さ
な
北
の
町
の
ユ
ニ
ー
ク
な
挑
戦
の

始
ま
り
だ
っ
た
。

　

当
時
、
東
川
町
は
観
光
客
数
の
減
少

に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に

発
案
さ
れ
た
の
が
「
写
真
の
町
」
だ
っ

た
。
雄
大
な
自
然
や
田
園
が
広
が
る
東

川
の
美
し
い
風
景
と
写
真
を
組
み
合
わ

せ
て
、
町
の
魅
力
と
し
て
打
ち
出
し
て

い
こ
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
。
ち
ょ

う
ど
大
分
県
か
ら
始
ま
っ
た
一
村
一
品

運
動
が
全
国
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
時

期
だ
が
、
モ
ノ
や
産
業
で
は
な
く
、
文

化
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
と
い
う
発
想
は

ほ
か
に
例
が
な
い
斬
新
な
も
の
だ
っ
た
。

「
写
真
の
町
」
事
業
の
中
核
と
な
る
の

が
、「
東
川
賞
」。
学
芸
員
や
ギ
ャ
ラ
リ

ス
ト
な
ど
専
門
家
に
よ
っ
て
ノ
ミ
ネ
ー

ト
さ
れ
た
国
内
外
の
写
真
家
の
作
品
を

審
査
し
、
毎
年
夏
に
開
催
さ
れ
る
「
東

川
町
国
際
写
真
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
通

称
フ
ォ
ト
フ
ェ
ス
タ
）」
で
表
彰
す
る
。
初

め
は
、
１
、
２
年
で
失
敗
し
て
終
わ
る

だ
ろ
う
と
い
う
懐
疑
的
な
声
も
多
か
っ

た
が
、
担
当
職
員
が
各
所
へ
Ｐ
Ｒ
に
回

り
、
各
界
の
著
名
な
文
化
人
を
審
査
員

に
迎
え
る
な
ど
の
努
力
を
重
ね
て
徐
々

に
認
知
度
が
上
が
り
、
全
国
か
ら
多
く

の
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

た
だ
し
、
行
政
主
導
で
イ
ベ
ン
ト
が

盛
大
に
行
な
わ
れ
て
も
、
町
の
人
た
ち

に
は
ど
こ
か
他
人
事
で
し
か
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
町
民
の
意
識
を
変
え
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
が
、
１
９
９
４
年
（
平

成
６
）
に
始
ま
っ
た
全
国
高
等
学
校
写

真
選
手
権
大
会
「
写
真
甲
子
園
」
だ
。

町
民
の
意
識
を
変
え
た

高
校
生
と
の
交
流

「
写
真
甲
子
園
」
に
は
、
学
校
ご
と
に

生
徒
３
人
１
チ
ー
ム
で
参
加
す
る
。
初

戦
は
６
〜
８
枚
の
組
み
写
真
を
提
出
し
、

初
戦
審
査
会
を
通
過
す
る
と
全
国
の
ブ

ロ
ッ
ク
審
査
会
へ
進
む
。
こ
こ
で
選
手

た
ち
が
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、

審
査
で
勝
ち
残
っ
た
18
校
が
東
川
に
足

を
運
び
本
戦
を
戦
い
、
全
国
一
を
目
指

す
。
近
年
で
は
毎
年
５
０
０
校
以
上
の

応
募
が
あ
る
。「
写
真
甲
子
園
」
は
写

真
に
取
り
組
む
高
校
生
に
と
っ
て
あ
こ

が
れ
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

　

東
川
で
の
本
戦
は
、
厳
格
な
ル
ー
ル

の
も
と
３
日
間
撮
影
し
て
行
な
わ
れ
る
。

町
外
を
含
む
撮
影
地
や
テ
ー
マ
は
直
前

ま
で
非
公
開
。
当
日
は
専
用
バ
ス
が
巡

回
し
、
毎
日
定
時
ま
で
に
撮
影
し
た
デ

ー
タ
を
本
部
に
提
出
。
バ
ス
に
乗
り
遅

れ
た
ら
徒
歩
で
移
動
し
、
デ
ー
タ
提
出

が
１
分
遅
れ
る
ご
と
に
減
点
さ
れ
る
。

写
真
の
セ
レ
ク
ト
は
生
徒
の
み
で
行
な

い
、
そ
の
日
の
終
わ
り
に
審
査
委
員
の

前
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
、
最
終

日
に
優
勝
校
が
決
ま
る
。

　

選
手
の
高
校
生
た
ち
は
、
オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
含
め
６
泊
７
日
を
東
川

で
過
ご
し
、
そ
の
間
は
町
民
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
食
事
の
用
意
な
ど
を
手
伝
う
。

ま
た
本
戦
で
は
生
徒
ら
は
町
に
出
て
、

地
域
に
暮
ら
す
人
に
話
し
か
け
、
時
に

は
カ
メ
ラ
を
向
け
る
。
そ
ん
な
交
流
を

通
し
て
、
町
の
人
た
ち
は
「
写
真
の

町
」
事
業
を
自
分
た
ち
の
こ
と
と
し
て

と
ら
え
、
積
極
的
に
イ
ベ
ン
ト
運
営
に

も
協
力
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

大
会
期
間
中
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
体
験
は
、

「
高
校
生
に
も
っ
と
東
川
を
楽
し
ん
で

ほ
し
い
」
と
町
民
が
考
え
た
プ
ロ
グ
ラ

20水の文化 67号　特集　みずからつくるまち



4東川町 写真の町課 東川町文化ギャラリー 学芸員の吉里演子さん。高校生のとき「写
真甲子園」に出場した経験をもつ 5ホストファミリー宅に到着した「写真甲子園」の出場
者たち。ホームステイは町民が発案したもの 62015年にスタートした「高校生国際交流
写真フェスティバル」。海外選抜校20校（各国・地域1校ずつ）と日本選抜校2校が参加写真12356　提供：東川町
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■「写真甲子園」初戦応募校数の推移

ム
だ
。

　

東
川
町
文
化
ギ
ャ
ラ
リ

ー
で
働
く
、
写
真
の
町
課

学
芸
員
の
吉
里
演ひ
ろ

子こ

さ
ん

は
、
実
は
２
０
０
５
年

（
平
成
17
）
の
「
写
真
甲
子

園
」
に
大
阪
か
ら
出
場
し

た
元
選
手
で
あ
る
。
大
会

で
ふ
れ
あ
っ
た
東
川
の
人

と
町
に
魅
了
さ
れ
、
翌
年

に
大
阪
の
大
学
に
進
学
す

る
と
、
今
度
は
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
と
し
て
「
写
真
甲
子
園
」
に
参
加

し
た
。

「
裏
方
に
ま
わ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
大

人
が
真
剣
に
大
会
を
運
営
す
る
姿
に
感

動
し
て
、
自
分
も
そ
の
一
員
に
な
り
た

い
と
思
い
ま
し
た
」。
以
来
、
何
度
も

東
川
に
通
い
つ
め
た
と
い
う
吉
里
さ
ん
。

臨
時
職
員
の
口
を
紹
介
し
て
も
ら
い
、

働
き
な
が
ら
専
門
学
校
に
通
っ
て
採
用

試
験
を
受
け
、
晴
れ
て
東
川
町
の
職
員

と
な
っ
た
。
現
在
、「
写
真
の
町
」
事
業

に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
を
担
当

し
て
い
る
。

写
真
を
通
じ
て

よ
り
豊
か
な
生
活
へ

　

東
川
町
は
２
０
１
４
年
（
平
成
26
）、

写
真
文
化
の
中
心
地
と
し
て
、
新
た
に

「
写
真
文
化
首
都
」
宣
言
を
し
た
。
東

川
の
地
で
写
真
と
世
界
の
人
々
を
繋
ぐ

こ
と
を
目
的
に
掲
げ
、
２
０
１
５
年
に

は
写
真
甲
子
園
の
海
外
版
と
い
え
る

「
高
校
生
国
際
交
流
写
真
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
も
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

写
真
関
連
の
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
は
、

フ
ォ
ト
フ
ェ
ス
タ
期
間
中
に
集
中
し
て

行
な
わ
れ
る
た
め
、
毎
年
７
月
末
か
ら

８
月
初
旬
に
か
け
て
、
東
川
の
町
は
写

真
一
色
に
な
り
大
変
な
に
ぎ
わ
い
を
見

せ
る
。
「
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
全
国

か
ら
写
真
を
き
っ
か
け
に
東
川
を
訪
ね

て
く
れ
る
観
光
客
も
増
え
ま
し
た
。
で

も
、
イ
ベ
ン
ト
だ
け
が
写
真
の
町
事
業

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
写
真
を
通
じ
て
町

民
の
皆
さ
ん
の
生
活
が
よ
り
豊
か
に
な

る
こ
と
が
何
よ
り
大
事
だ
と
思
い
ま

す
」
と
吉
里
さ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
、
町
で
は
通
年
、
就
学

前
の
幼
稚
園
児
か
ら
シ
ニ
ア
ま
で
多
様

な
層
に
向
け
て
、
各
種
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
。
ま
た
、

現
在
改
修
中
（
２
０
２
１
年
２
月

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
）
の
東
川

町
文
化
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
は
、

新
た
に
ラ
ウ
ン
ジ
と
呼
ば
れ

る
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
、
町
内

の
家
具
職
人
が
つ
く
っ
た
東

川
家
具
な
ど
を
置
き
、
写
真

展
を
見
に
来
た
人
で
な
く
て

も
自
由
に
く
つ
ろ
ぎ
交
流
で

き
る
場
に
す
る
。

　

吉
里
さ
ん
が
特
に
力
を
入
れ
て
い
る

の
が
、
２
０
１
３
年
（
平
成
25
）
に
自
ら

立
ち
上
げ
に
携
わ
っ
た
「
ひ
が
し
か
わ

写
真
少
年
団
」。
現
在
、
小
学
校
３
年

生
か
ら
中
学
校
３
年
生
ま
で
町
内
の
子

ど
も
25
名
が
参
加
し
、
月
２
回
、
写
真

に
親
し
む
活
動
を
し
て
い
る
。

「
東
川
の
子
ど
も
た
ち
に
、
故
郷
が
写

真
の
町
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
い
、

写
真
と
楽
し
く
ふ
れ
あ
い
な
が
ら
成
長

し
て
い
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
い
つ
の

日
か
、
こ
こ
か
ら
東
川
賞
を
受
賞
す
る

写
真
家
が
誕
生
す
る
こ
と
を
夢
見
て
い

ま
す
」

　

行
政
や
市
民
と
い
っ
た
枠
組
み
を
超

え
た
、
東
川
を
愛
す
る
人
々
の
熱
い
努

力
に
よ
り
、「
写
真
」
を
中
心
と
し
た
こ

の
町
な
ら
で
は
の
文
化
が
着
実
に
育
ま

れ
て
い
る
。

（
２
０
２
０
年
11
月
13
日
取
材
）

【写真文化首都】 

21 今日の東川町をつくった「写真の町」宣言
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※優勝校や作品は「写真甲子園」HP参照（https://syakou.jp）　東川町発行『写真甲子園2019』を参考に編集部作成



―
―
「
東
川
風
住
宅
設
計
指
針
」
に
基

づ
い
た
第
１
号
宅
地
が
、
２
０
０
６
年

（
平
成
18
）
に
分
譲
開
始
し
た
「
グ
リ
ー

ン
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
東
川
」
で
す
ね
。

　

東
川
町
と
施
主
さ
ん
が
景
観
緑
化
協

定
を
結
ん
で
い
ま
す
。
遠
景
の
大
雪
山

系
と
調
和
す
る
勾
配
を
も
っ
た
屋
根
。

豊
富
な
森
林
資
源
と
木
工
業
の
町
な
ら

で
は
の
木
材
の
利
用
。
瓦
を
イ
メ
ー
ジ

さ
せ
る
重
厚
な
屋
根
の
色
。
派
手
さ
を

抑
え
暖
か
み
の
あ
る
外
壁
の
色
。
囲
い

は
原
則
と
し
て
設
置
し
な
い
か
高
さ
制

限
を
守
り
開
放
的
な
住
宅
景
観
に
す
る
、

と
い
っ
た
規
定
で
す
。
ゆ
っ
た
り
し
た

敷
地
に
広
い
庭
と
植
栽
の
緑
が
映
え
る

す
ば
ら
し
い
景
色
の
住
宅
街
に
な
り
ま

し
た
。
以
後
の
東
川
町
土
地
開
発
公
社

の
宅
地
造
成
で
も
、
原
則
と
し
て
こ
の

指
針
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

―
―
東
川
町
に
よ
る
宅
地
造
成
は
、
こ

れ
か
ら
も
増
え
る
の
で
す
か
。

　

毎
年
30
区
画
前
後
ず
つ
、
こ
ぢ
ん
ま

り
と
売
っ
て
い
ま
す
。
あ
り
が
た
い
こ

と
に
最
近
は
需
要
が
多
い
の
で
、
手
広

く
宅
地
造
成
す
れ
ば
多
く
の
方
に
移
住

し
て
い
た
だ
け
ま
す
が
、
そ
れ
を
す
る

と
子
育
て
世
代
が
一
気
に
増
え
、
子
ど

も
た
ち
が
巣
立
っ
た
30
～
40
年
後
に
は

高
齢
化
が
加
速
し
、
人
口
バ
ラ
ン
ス
が

崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
無
理
し
て
人
口

み
ん
な
で
つ
く
る
街
並
み

と
移
住
促
進
策

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
３
月
、
景
観
法
に
基

づ
く
景
観
行
政
団
体
と
なった
東
川
町
は
、

景
観
や
環
境
に
配
慮
し
た
「
東
川
風
住

宅
」
の
建
築
を
奨
励
し
て
い
る
。
自
然
景

観
と
田
畑
や
住
宅
な
ど
の
文
化
景
観
を

守
り
育
て
る
た
め
、「
東
川
風
住
宅
設
計
指

針
」
を
設
定
し
、
新
築
、
建
て
替
え
、
庭

づ
く
り
で
の
活
用
を
促
し
て
い
る
。
ま
た
、

２
０
２
０
年
に
実
施
し
た
移
住
体
験
に
は

定
員
を
上
回
る
応
募
が
あ
った
と
い
う
。

東
川
町
の
住
ま
い
と
移
住
促
進
策
と
は
？

【街並み・移住】
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緑化

各戸の敷地が広く、要所に遊歩道を整備しているの
で開放感がある「グリーンヴィレッジ東川」の街並み

東川町は「大雪の山並みと調和する住まいづくり」を目指し、敷地内の緑化
や建物の外観、住宅周りなどに細かな指針を設けている　資料提供：東川町

東川町 税務定住課 課長の
吉原敬晴さん

「グリーンヴィレッジ東川」
の街並み（写真は第三期造
成中のもの）提供：東川町

を
増
や
さ
ず
８
０
０
０
人
規
模
を
堅
持

す
る
の
が
今
後
の
課
題
で
す
。

　

今
は
空
き
家
が
少
な
く
、
中
古
物
件

ご
希
望
の
方
が
待
機
中
で
す
が
、
そ
の

う
ち
必
ず
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ

れ
を
見
越
し
て
、
ま
だ
無
登
録
で
す
が

空
き
家
バ
ン
ク
の
し
く
み
は
つ
く
っ
て

い
ま
す
。
家
財
道
具
な
ど
を
整
理
し
て

お
け
ば
ご
遺
族
が
家
を
賃
貸
・
売
買
し

や
す
い
、
と
お
勧
め
し
た
わ
か
り
や
す

い
終
活
マ
ン
ガ
も
配
布
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
体
験
施
策
で

移
住
者
が
誕
生

―
―
２
０
２
０
年
に
移
住
体
験
の
施
策

を
実
施
し
た
そ
う
で
す
ね
。

　

６
月
に
東
京
の
緊
急
事
態
宣
言
が
解

除
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ

を
見
計
ら
い
、
４
泊
５

日
で
東
川
町
の
生
活
環

境
を
知
る
「
移
住
体
験

ツ
ア
ー
」
と
、
３
カ
月

以
上
１
年
以
下
の
条
件

で
お
試
し
居
住
す
る

「
移
住
体
験
会
」
の
２

件
を
募
集
し
ま
し
た
。
ツ
ア
ー
は
６
組

の
定
員
に
対
し
23
組
の
応
募
が
あ
っ
た

の
で
、
町
長
と
協
議
し
、
補
正
予
算
を

組
ん
で
23
組
す
べ
て
受
け
入
れ
ま
し
た
。

た
だ
し
、
コ
ロ
ナ
禍
も
あ
る
の
で
７
月

か
ら
11
月
ま
で
６
回
に
分
け
て
実
施
し

ま
し
た
。
７
月
に
参
加
さ
れ
た
札
幌
の

方
は
す
で
に
移
住
さ
れ
、
ア
パ
ー
ト
に

仮
住
ま
い
し
て
、
ご
希
望
の
空
き
家
を

探
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
川
の
充
実
し
た

子
育
て
環
境
に
惹
か
れ
て
、
お
仕
事
は

リ
モ
ー
ト
主
体
で
さ
れ
る
そ
う
で
す
。

―
―
移
住
体
験
会
の
方
は
？

「
東
川
暮
ら
し
体
験
館
」
に
仮
住
ま
い

す
る
８
世
帯
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
11

世
帯
の
応
募
が
あ
っ
た
の
で
抽
選
で
入

居
者
を
決
め
ま
し
た
。
沖
縄
の
ご
家
族

が
「
東
川
を
気
に
入
っ
た
の
で
定
住
し

ま
す
」
と
12
月
に
ア
パ
ー
ト
に
移
り
住

み
、
戸
建
て
物
件
を
探
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
―
ア
パ
ー
ト
は
多
い
の
で
す
か
。

　

民
間
で
４
５
０
世
帯
分
ほ
ど
、
公
営

住
宅
も
４
０
０
世
帯
強
は
受
け
入
れ
る

キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
が
あ
り
ま
す
。
た
だ

し
、
民
間
ア
パ
ー
ト
も
稼
働
率
が
98
％

な
の
で
、
家
賃
５
万
円
前
後
の
人
気
物

件
は
な
か
な
か
空
き
が
出
ま
せ
ん
。

―
―
お
試
し
居
住
の
し
く
み
は
、
こ
れ

ま
で
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

　

２
世
帯
だ
け
入
れ
る
施
設
「
大
雪
遊

水
ハ
ウ
ス
」
が
あ
り
ま
す
が
、
最
長
２

カ
月
で
し
た
。
な
の
で
今
回
の
施
策
で
、

短
期
（
４
泊
５
日
）、
中
期
（
２
カ
月
）、
長

期
（
３
カ
月
以
上
１
年
以
下
）
の
三
段
階
に
な

っ
た
わ
け
で
す
。
長
期
の
拠
点
、
東
川

暮
ら
し
体
験
館
は
、
北
海
道
警
察
の
官

舎
を
町
が
取
得
し
た
も
の
で
、
部
屋
に

は
最
低
限
の
電
化
設
備
、
ベ
ッ
ド
、
食

器
類
を
備
え
つ
け
て
い
ま
す
か
ら
、
ハ

ー
ド
ル
低
く
お
試
し
居
住
が
で
き
ま
す
。

―
―
移
住
者
は
戸
建
て
だ
と
、
ど
ん
な

物
件
の
希
望
が
多
い
の
で
し
ょ
う
。

　

農
家
宅
地
の
需
要
が
高
い
で
す
。
田

ん
ぼ
の
な
か
の
一
軒
家
で
す
ね
。
そ
ん

な
環
境
で
の
び
の
び
と
子
育
て
し
た
い
、

と
。
虫
な
ど
と
も
一
緒
に
住
む
の
が
平

気
な
ら
、
満
々
と
水
を
張
っ
た
水
田
に

囲
ま
れ
る
の
は
、
も
っ
と
も
東
川
ら
し

い
暮
ら
し
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
２
０
２
０
年
11
月
20
日
取
材
）

【街並み・移住】 

23 みんなでつくる街並みと移住促進策



東川町の中心市街地に
ある店舗に掲げられた
木彫看板。町内のクラ
フトマンの手によるもの

1豆腐づくりに欠かせない東川町の地下水。しか
し宮﨑さんは「ずっとこの水で育ってきたので」と
特別意識はしていない。よそ者にはうらやましい
財産だ 2「豆乳ソフトクリーム」で行列ができる

「宮崎豆腐店」 3四代目の宮﨑伸二さん

to
fu

123

ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
で

店
が
成
り
立
つ
町

　

曽
祖
父
の
代
か
ら
豆
腐
店
を
営
ん
で

い
る
宮
﨑
伸
二
さ
ん
は
、
東
川
町
商
工

会
青
年
部
員
で
も
あ
る
。

「
お
祭
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
手
伝
っ

た
り
、
町
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
が
主
体
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
テ

イ
ク
ア
ウ
ト
で
き
る
飲
食
店
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
、
い
ち
早
く
町
内
に
チ
ラ

シ
を
撒
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
波
及
し
、

町
も
力
を
貸
し
て
く
だ
さ
り
、
出
前
シ

ス
テ
ム
に
ま
で
発
展
し
た
の
が
、
最
近

の
大
き
な
出
来
事
で
す
」

　

２
０
２
０
年
（
令
和
２
）
４
月
か
ら
町

役
場
で
は
、
事
業
主
や
個
人
の
「
少
し

だ
け
手
伝
っ
て
ほ
し
い
」
要
望
と
住
民

の
「
少
し
だ
け
働
き
た
い
」
要
望
を
つ

な
ぐ
「
し
ご
と
コ
ン
ビ
ニ
」
の
し
く
み

を
始
め
た
。
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の

雇
用
契
約
で
は
な
く
、
案
件
ご
と
の
業

務
委
託
契
約
で
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
、

登
録
し
た
東
川
町
民
が
働
く
。
商
工
会

青
年
部
の
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
チ
ラ
シ
を

き
っ
か
け
に
町
が
動
き
、
こ
の
し
く
み

を
活
用
し
て
出
前
に
対
応
―
―
速
や
か

な
官
民
コ
ラ
ボ
に
東
川
ら
し
さ
の
一
端

が
窺
え
る
。

　

青
年
部
員
は
賛
助
も
含
め
て
16
名
。

移
住
者
も
加
盟
し
て
い
る
が
、
地
元
の

商
工
業
者
の
後
継
ぎ
が
８
割
と
い
う
。

ち
な
み
に
伸
二
さ
ん
は
、
兄
と
父
を
相

次
い
で
亡
く
し
５
年
前
に
知
的
障
が
い

者
施
設
の
仕
事
を
辞
め
て
家
業
に
入
っ

た
。
考
案
し
た
豆
乳
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム

考
え
つ
づ
け
る

   
「
東
川
ら
し
さ
」が

未
来
を
つ
く
る

東
川
町
の
商
業
は
、
旭
川
市
に
隣
接
し
た
都
市
近
郊
型
と
し
て
、
家
族
経
営
を
主
と
し
た
小
規
模
店
が
多
い
。
東
川
町
で
生
ま

れ
育
ち
、
家
業
を
継
い
で
商
売
を
営
む
人
た
ち
は
今
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
１
９
８
６
年
（
昭
和
61
）
の
木
彫
看

板
設
置
事
業
を
端
緒
に
「
木
彫
看
板
す
と
り
ー
と
」
を
つ
く
って
き
た
商
工
会
の
先
輩
と
現
役
の
青
年
部
員
に
話
を
聞
い
た
。

【地元民】
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cake
4「 月ゝ庵」の高島郁宏さん 5東川町米を
使った「米粉のシフォンケーキ」。洋菓子店な
らではの「東川らしさ」を代表する逸品　提
供：ゝ 月庵 6若い従業員を指導する高島さん

456

な
ど
の
新
商
品
が
観
光
客
に
も
人
気
だ
。

青
年
部
と
し
て
目
下
の
課
題
は
「
Ｏ
Ｂ

も
賛
助
部
員
と
し
て
手
伝
っ
て
く
れ
ま

す
が
、
45
歳
定
年
制
な
の
で
新
部
員
の

獲
得
が
重
要
」
と
話
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
東
川
町
へ
移
住
し

て
起
業
す
る
人
た
ち
に
期
待
し
た
い
。

「
町
内
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
協
力
し
合
っ

て
い
ま
す
し
、
私
よ
り
少
し
下
の
世
代

は
移
住
者
と
地
元
民
が
一
緒
に
独
自
の

イ
ベ
ン
ト
も
行
な
っ
て
い
ま
す
よ
」

　

東
川
町
の
飲
食
店
は
不
定
休
の
店
が

目
立
つ
。
仕
事
は
楽
し
く
生
き
る
た
め

の
手
段
と
考
え
、
趣
味
な
ど
を
犠
牲
に

し
な
い
。
そ
ん
な
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
で
商

売
し
て
い
る
人
が
結
構
多
い
よ
う
だ
。

「
そ
こ
が
東
川
ら
し
さ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
」
と
言
う
宮
﨑
さ
ん
。
ス
ロ
ー
ラ
イ

フ
の
店
が
増
え
、
休
業
日
が
各
々
ず
れ

れ
ば
利
用
客
も
不
便
を
感
じ
な
い
。

「
東
川
町
に
移
住
し
て
起
業
す
る
方
は

今
も
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
き
っ
か

け
に
、
多
く
の
お
客
さ
ま
を
取
り
込
み
、

事
業
を
継
続
し
て
い
き
た
い
で
す
」

「
東
川
ら
し
さ
」を
熱
く

語
り
合
う
の
が
東
川
ら
し
さ

　

中
心
市
街
地
の
商
店
に
は
木
彫
看
板

を
掲
げ
て
い
る
店
が
多
い
。
木
工
芸
が

盛
ん
な
東
川
ら
し
さ
の
シ
ン
ボ
ル
の
一

つ
と
い
え
る
。
こ
の
設
置
事
業
を
進
め

た
の
は
約
35
年
前
の
東
川
町
商
工
会
青

年
部
。
創
業
60
年
を
超
え
る
洋
菓
子
店

「
ゝて
ん
げ
つ
あ
ん

月
庵
」
二
代
目
の
高
島
郁
宏
さ
ん

は
当
時
、
部
員
と
し
て
携
わ
っ
た
。

「
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
『
写
真
の
町
』

事
業
に
合
わ
せ
、
写
真
映
り
の
よ
い
ま

ち
に
し
よ
う
と
、
僕
ら
の
先
輩
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
視
察
旅
行
で
見
た
鉄
の
突
き

出
し
看
板
か
ら
発
想
し
ま
し
た
。
最
初

は
自
分
た
ち
で
彫
っ
た
の
で
す
が
、
素

人
だ
か
ら
当
然
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

ふ
と
気
づ
け
ば
、
東
川
に
は
ク
ラ
フ
ト

マ
ン
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
専
門
家
の

力
を
借
り
た
ら
、
自
ず
と
新
た
な
つ
な

が
り
も
生
ま
れ
て
き
た
ん
で
す
」

　

仕
事
を
終
え
て
仲
間
が
集
ま
り
言
い

た
い
こ
と
を
言
い
合
い
な
が
ら
、
町
の

未
来
に
思
い
を
馳
せ
る
。
高
島
さ
ん
は

そ
ん
な
時
間
を
大
切
に
し
て
き
た
。

「
東
川
ら
し
さ
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
。
そ

れ
を
考
え
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。
い
つ

も
見
守
っ
て
く
れ
る
大
雪
山
の
旭
岳
、

そ
こ
か
ら
流
れ
て
く
る
地
下
水
な
ど
自

然
の
恵
み
で
は
な
い
か
、
と
言
う
人
も

い
れ
ば
、
空
港
や
旭
川
に
近
い
地
の
利

で
は
な
い
か
、
と
言
う
人
も
い
ま
す
。

立
場
や
職
業
で
そ
れ
ぞ
れ
違
う
。
答
え

は
出
な
く
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
熱

く
語
り
合
う
の
が
一
番
大
切
で
は
な
い

か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
」

　

高
島
さ
ん
は
高
校
を
卒
業
し
28
歳
ま

で
ケ
ー
キ
職
人
の
見
習
い
の
た
め
、
東

川
を
離
れ
て
い
た
。
帰
っ
て
き
て
商
工

会
青
年
部
の
活
動
を
始
め
た
と
き
、
先

輩
が
親
身
に
な
っ
て
話
を
聞
い
て
く
れ

た
こ
と
を
今
で
も
忘
れ
な
い
。
こ
の
町

の
人
は
移
住
者
に
も
同
じ
よ
う
に
や
さ

し
く
広
い
度
量
で
接
す
る
の
だ
ろ
う
。

新
参
者
も
10
年
ほ
ど
経
て
ば
歳
を
重
ね

て
す
っ
か
り
地
元
の
人
に
な
る
。

「
そ
う
や
っ
て
世
代
が
つ
な
が
り
価
値

観
を
共
有
し
、
う
ま
く
回
っ
て
い
く
と
、

い
つ
ま
で
も
元
気
な
町
で
い
ら
れ
る
の

で
は
」
と
高
島
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

（
２
０
２
０
年
11
月
19
、
21
日
取
材
）

【地元民】 

25 考えつづける「東川らしさ」が未来をつくる



東川町 東川スタイル課
 課長の菊地 伸さん

ま
ち
を
自
慢
し
た
い
住
民
が

自
ら
仕
掛
け
る

―
―
最
近
の
東
川
町
で
は
多
彩
な
イ
ベ

ン
ト
が
盛
ん
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。　

　

目
下
は
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
が
目
立
ち

ま
す
が
、
町
主
催
の
み
な
ら
ず
、
民
間

団
体
の
主
導
、
移
住
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
企
画
な
ど
、
た
ぶ
ん
周
辺
の
ま
ち
に

比
べ
た
ら
極
端
に
多
い
で
す
。

―
―
な
ぜ
そ
ん
な
に
増
え
た
の
で
す
か
。

　

一
つ
に
は
補
助
金
制
度
の
充
実
が
あ

り
ま
す
。
人
づ
く
り
地
域
づ
く
り
支
援

事
業
補
助
金
の
ほ
か
、
３
年
前
か
ら
企

業
版
ふ
る
さ
と
納
税
を
財
源
に
「
チ
ャ

レ
ン
ジ
補
助
金
」
を
運
用
し
て
い
ま
す
。

東
京
都
足
立
区
に
あ
る
土
木
専
門
工
事

関
連
の
会
社
が
東
川
町
の
取
り
組
み
に

共
感
さ
れ
多
額
の
支
援
を
い
た
だ
く
な

か
か
ら
、
町
民
活
動
の
活
性
化
の
た
め

に
創
設
し
た
補
助
金
で
す
。

―
―
そ
れ
に
し
て
も
イ
ベ
ン
ト
を
や
り

た
い
方
が
多
い
の
は
ど
う
し
て
？

　

移
住
者
は
「
環
境
を
活
か
し
て
ど
う

楽
し
む
か
」
に
熱
心
で
す
。
デ
ザ
イ
ナ

ー
や
ス
ノ
ー
ボ
ー
ダ
ー
な
ど
専
門
ス
キ

ル
の
高
い
方
も
多
い
。
例
え
ば
移
住
者

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
提
案
し
、
元
か
ら
い

る
人
た
ち
も
混
じ
り
合
い
、
企
画
が
始

ま
っ
た
り
し
ま
す
。
東
川
町
の
生
ま
れ

育
ち
で
は
な
い
人
を
移
住
者
と
定
義
す

れ
ば
、
過
去
25
年
で
人
口
の
５
割
が
移

住
者
と
な
り
ま
し
た
。
農
地
転
用
の
宅

地
造
成
が
始
ま
っ
た
当
時
は
、
農
薬
散

布
や
町
内
会
運
営
な
ど
を
巡
っ
て
新
旧

住
民
に
軋
轢
が
生
じ
、
初
め
か
ら
う
ま

く
い
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

―
―
時
間
が
解
決
し
た
の
で
す
か
。

　

移
住
・
定
住
の
促
進
は
あ
く
ま
で
手

段
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
施
策
の
目
的
は

一
貫
し
て
「
町
民
を
幸
せ
に
す
る
」
こ

町民の幸福感を増す「イベント」

東
川
町
は
イ
ベ
ン
ト
が
多
い
。
２
０
１
９
年
以
前
は
、
春
か
ら

夏
に
か
け
て
毎
週
の
よ
う
に
町
の
ど
こ
か
で
イ
ベ
ン
ト
が
開
か

れ
た
。
町
民
自
ら
企
画
し
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
講
師
の
交

通
宿
泊
費
、
謝
礼
な
ど
に
使
え
る
補
助
金
（
上
限
１
０
０
万
円
）
が

利
用
で
き
る
こ
と
も
後
押
し
す
る
。
自
身
も
イ
ベ
ン
ト
を
手
が

け
る
東
川
町
東
川
ス
タ
イ
ル
課
の
菊
地
伸
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

【イベント】

26水の文化 67号　特集　みずからつくるまち
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122日間にわたるコンサ
ートやダンスパフォーマンス、
キッズステージなどで盛り
上がる「ひがしかわどんとこ
い祭り」 3旭川近郊のア
マチュアバンドが集まる野
外フェス「羽衣音楽祭」。住
民のサポートクラブが活動
するきっかけとなった

（写真はいずれも2019年以
前のもの）　提供：東川町

と
で
す
。
手
前
味
噌
で
す
が
住
民
の
役

場
に
対
す
る
信
頼
感
は
他
の
町
よ
り
高

い
は
ず
。
幸
せ
づ
く
り
に
懸
命
な
役
場

が
間
に
入
っ
て
障
壁
を
一
つ
ず
つ
乗
り

越
え
、
町
民
と
し
て
の
立
場
を
共
有
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
よ
う
や
く
そ
れ
が

実
を
結
ん
で
き
ま
し
た
。
人
口
を
維
持

し
店
舗
が
増
え
て
外
部
か
ら
も
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。「
東
川
に
住
ん
で
い
る
人

っ
て
ま
ち
を
自
慢
し
た
が
る
よ
ね
」
は

来
訪
者
か
ら
よ
く
聞
く
言
葉
で
す
。

地
元
の
イ
ベ
ン
ト
を

住
民
団
体
が
サ
ポ
ー
ト

―
―
菊
地
さ
ん
は
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
で
ド

ラ
ム
を
た
た
い
て
い
る
と
か
？

　

高
校
時
代
か
ら
始
め
て
中
断
し
て
い

ま
し
た
が
、
役
場
に
入
っ
て
４
～
５
年

目
に
町
内
の
仲
間
と
バ
ン
ド
を
結
成
し

ま
し
た
。
音
響
の
人
と
も
知
り
合
い
、

意
気
投
合
し
て
、
最
初
は
町
民
文
化
祭

の
音
響
や
照
明
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
た
ん

で
す
。
そ
れ
が
す
ご
く
喜
ば
れ
て
。
民

間
団
体
に
す
る
と
宝
く
じ
が
原
資
の
補

助
金
で
音
響
や
照
明
の
機
材
を
買
え
た

の
で
「
東
川
イ
ベ
ン
ト
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ

ブ
」
を
立
ち
上
げ
、
同
時
期
に
旭
川
近

郊
の
ア
マ
チ
ュ
ア
バ
ン
ド
の
野
外
フ
ェ

ス
「
羽
衣
音
楽
祭
」
も
始
め
ま
し
た
。

以
後
、
機
材
の
必
要
な
町
内
の
イ
ベ
ン

ト
に
は
こ
と
ご
と
く
僕
ら
が
か
か
わ
っ

て
い
ま
す
。
業
者
に
依
頼
す
る
と
多
額

の
費
用
が
発
生
し
ま
す
が
、
僕
ら
な
ら

機
材
の
損
料
（
償
却
費
や
維
持
修
理
費
）
１
万

円
程
度
で
済
み
ま
す
か
ら
。

―
―
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
民
間
団
体
と

し
て
の
個
人
的
な
活
動
で
す
よ
ね
？

　

そ
う
で
す
。
た
だ
し
、
こ
こ
か
ら
が

役
場
の
絡
ん
で
く
る
話
な
の
で
す
が
、

次
第
に
職
員
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
の
企
画

段
階
か
ら
相
談
に
乗
っ
た
り
、
町
の
補

助
金
の
案
内
な
ど
を
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
僕
ら
が
始
め
た

羽
衣
音
楽
祭
に
つ
い
て
は
お
金
を
か
け

な
い
こ
と
が
モ
ッ
ト
ー
な
の
で
、
補
助

金
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
受
け
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。

―
―
イ
ベ
ン
ト
の
隆
盛
も
、
ま
ち
を
活

気
づ
け
て
い
る
要
因
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る

シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
東
川
町
を
取
材
し
て

分
析
し
「
呼
び
込
み
力
の
高
い
町
」
と

い
う
結
論
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
移
住

し
て
き
た
人
が
、
自
ら
情
報
発
信
し
て

人
を
呼
び
込
ん
で
く
る
町
は
、
よ
そ
に

あ
ま
り
な
い
そ
う
で
す
。「
何
が
一
番
の

成
功
事
例
で
す
か
、
写
真
の
町
で
す
か

子
育
て
支
援
で
す
か
？
」
と
よ
く
聞
か

れ
る
の
で
す
が
、
一
つ
に
は
絞
り
き
れ

ま
せ
ん
。
幸
せ
づ
く
り
の
施
策
が
組
み

合
わ
さ
り
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
点
と

線
が
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
す
。

（
２
０
２
０
年
11
月
18
日
取
材
）

【イベント】 

27 町民の幸福感を増す「イベント」
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水
質
汚
染
を
防
ぐ

お
湯
の
殺
菌
消
毒

　

東
川
町
は
自
然
の
恵
み
の
地
下
水
で

暮
ら
す
ま
ち
だ
け
に
、
農
業
で
も
水
を

守
る
意
識
が
強
い
。

「
こ
こ
は
石
狩
川
水
系
の
源
で
す
の
で
、

『
下
流
で
生
活
し
て
い
る
人
た
ち
の
水

を
汚
し
て
は
い
け
な
い
』
と
い
う
意
識

が
昔
か
ら
強
く
、
農
家
は
合
併
浄
化
槽

を
必
ず
備
え
て
い
ま
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
東
川
町
農
業
協
同

組
合
（
以
下
、
Ｊ
Ａ
ひ
が
し
か
わ
）
代
表
理
事

組
合
長
の
樽
井
功
さ
ん
。
Ｊ
Ａ
ひ
が
し

か
わ
は
、
２
０
０
７
年
（
平
成
19
）、
道
内

で
も
っ
と
も
早
く
水
稲
種た
ね
も
み籾

の
温お

ん
と
う湯

殺

菌
消
毒
施
設
を
導
入
し
た
。
こ
れ
は
米

の
種
子
の
全
量
を
、
薬
剤
で
は
な
く
60

℃
の
湯
で
10
分
間
殺
菌
消
毒
す
る
も
の
。

「
こ
れ
で
農
薬
の
使
用
量
を
大
幅
に
減

ら
せ
る
だ
け
で
な
く
、
種
子
を
消
毒
し

た
後
の
廃
液
に
よ
る
水
質
汚
染
を
防
げ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
樽
井
さ
ん
。

こ
の
施
設
に
は
約
４
０
０
０
万
円
か
か

っ
た
が
、「
先
行
投
資
で
は
あ
り
ま
す
が
、

長
い
間
使
え
る
も
の
で
す
か
ら
ね
」
と

意
に
介
さ
な
い
。

　

町
外
か
ら
の
移
住
者
た
ち
は
「
東
川

の
お
米
を
東
川
の
水
で
炊
く
と
お
い
し

い
」
と
口
を
そ
ろ
え
て
言
う
。
そ
う
伝
え

る
と
樽
井
さ
ん
は
大
き
く
う
な
ず
い
た
。

「
私
も
以
前
、
知
り
合
い
に
お
米
だ
け
送

っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
東
川
の
水

で
炊
い
た
時
と
味
が
違
う
、
と
言
っ
て

い
ま
し
た
。
お
酒
も
『
大
雪
旭
岳
源

水
』
で
割
る
と
ま
ろ
や
か
に
な
り
、
つ

い
飲
み
す
ぎ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
」
と
笑
う
。

「
大
雪
旭
岳
源
水
」
と
は
、
Ｊ
Ａ
ひ
が

し
か
わ
、
コ
ー
プ
さ
っ
ぽ
ろ
、
東
川
町

ら
が
連
携
し
て
２
０
１
２
年
（
平
成
24
）

に
設
立
し
た
株
式
会
社
大
雪
水
資
源
保

全
セ
ン
タ
ー
で
ボ
ト
リ
ン
グ
し
て
い
る

も
の
。
大
雪
旭
岳
源
水
は
地
域
団
体
登

録
商
標
で
、
近
年
、
新
し
い
生
産
ラ
イ

ン
を
導
入
し
、
念
願
の
黒
字
転
換
を
果

た
し
た
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
東
川
米
を

セ
ッ
ト
に
し
た
「
炊
く
だ
け
御ご

膳ぜ
ん

」
は

土
産
品
と
し
て
好
評
だ
。

品
質
と
ブ
ラ
ン
ド
化
で

遊
休
農
地
ゼ
ロ
の
町

　
Ｊ
Ａ
ひ
が
し
か
わ
の
米
の
耕
作
面
積

は
約
２
２
０
０
ha
で
、
生
産
農
家
は
１

２
６
戸
。
樽
井
さ
ん
が
20
代
の
こ
ろ
に

比
べ
て
農
家
数
は
6
分
の
１
以
下
に
な

っ
た
が
、
耕
作
放
棄
地
は
な
い
。
離
農

東
川
町
は
稲
作
が
盛
ん
だ
。一
級
河
川
・
石
狩
川
水
系
の
忠
別
川

と
倉
沼
川
が
流
れ
る
な
ど
水
利
に
恵
ま
れ
、
ま
た
泥
炭
地
が
な
い

肥
沃
な
土
壌
で
も
あ
る
。
ミ
ネ
ラ
ル
豊
富
な
大
雪
山
連
峰
の
雪
解

け
水
は
冷
た
い
が
、
要
所
に
設
け
た
遊
水
地
で
温
め
て
か
ら
水
田

に
引
く
。
東
川
町
農
業
協
同
組
合
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
「
み
ず

と
く
ら
す
R」
。
耕
作
放
棄
地
が
な
い
と
い
う
農
業
施
策
を
探
る
。

東川町農業協
同組合の代表
理事組合長を
務める樽井功
さん。1895年

（明治28）に
富山から東川
に入植した開
拓民の子孫に
あたる

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち

耕
作
放
棄
地
の
な
い

道
内
有
数
の
稲
作
地
帯

【農業】
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に
よ
っ
て
農
地
が
空
い
た
と
し
て
も
、

す
ぐ
に
町
内
か
ら
買
い
手
や
借
り
手
が

現
れ
る
か
ら
だ
。
水
田
の
購
入
や
借
用

を
希
望
す
る
若
手
の
声
を
集
め
る
と
、

現
状
で
約
３
０
０
ha
足
り
な
い
と
い
う
。

そ
の
理
由
は
、
品
質
の
よ
さ
と
ブ
ラ
ン

ド
化
だ
。

「
か
つ
て
北
海
道
の
米
は
、
猫
も
食
べ

ず
に
ま
た
い
で
通
る
『
猫
ま
た
ぎ
米
』

な
ど
と
揶や

ゆ揄
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
上

川
農
業
試
験
場
で
品
種
改
良
を
重
ね
、

他
府
県
に
負
け
な
い
品
質
の
米
と
な
り

ま
し
た
」
と
樽
井
さ
ん
は
言
う
。

　

ブ
ラ
ン
ド
化
に
よ
る
付
加
価
値
づ
く

り
で
も
先
駆
け
た
。
独
自
の
厳
し
い
生

産
基
準
を
設
け
、
年
に
３
回
生
産
者
の

栽
培
履
歴
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
な
ど
の

「
東
川
米
信
頼
の
証
10
か
条
」
の
制
定

や
東
川
米
Ｇ
Ａ
Ｐ
基
準
（
農
業
生
産
工
程
管

理
手
法
）
の
導
入
な
ど
、
安
全
と
品
質
を

向
上
す
る
取
り
組
み
が
評
価
さ
れ
、
２

０
１
２
年
（
平
成
24
）、「
東
川
米
」
と
し

て
地
域
団
体
商
標
に
登
録
さ
れ
た
。
公

式
に
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
」
と
認
め
ら
れ

た
北
海
道
米
の
第
一
号
だ
。
生
協
な
ど

独
自
に
開
拓
し
た
販
路
を
通
じ
て
、
東

川
ブ
ラ
ン
ド
米
を
産
直
取
引
す
る
。
清

涼
な
水
に
育
ま
れ
た
良
質
な
東
川
米
は
、

北
海
道
を
中
心
に
全
国
で
取
引
さ
れ
て

い
る
。

　

目
下
、
Ｊ
Ａ
ひ
が
し
か
わ
は
国
営
事

業
に
よ
る
水
田
の
大
区
画
化
を
進
め
て

い
る
。
１
枚
当
た
り
30
ａ
程
度
だ
っ
た

水
田
を
２
２
０
ａ
に
集
約
し
つ
つ
あ
る
。

「
順
調
に
い
け
ば
２
０
３
０
年
ご
ろ
に

は
最
大
で
約
２
８
０
０
ha
と
な
る
よ
う

に
展
開
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
５
～

６
年
の
間
に
生
産
農
家
が
１
０
０
戸
を

切
る
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
基
盤
整
備
が

終
わ
れ
ば
十
分
に
農
地
を
守
れ
る
は

ず
」
と
樽
井
さ
ん
は
展
望
す
る
。

設
置
投
資
と
I
C
T
で

永
続
的
な
稲
作
を

　

大
区
画
化
だ
け
で
な
く
、
Ｊ
Ａ
ひ
が

し
か
わ
は
将
来
を
見
据
え
た
投
資
も
行

な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
米
の
乾
燥

調
整
施
設
の
建
設
。
刈
り
取
っ
た
籾
の

水
分
を
14
・
５
～
15
％
に
す
る
乾
燥
工

程
は
、
今
は
農
家
が
担
う
が
、
収
穫
時

期
は
日
中
に
稲
刈
り
、
夜
に
乾
燥
・
籾

す
り
作
業
と
過
重
労
働
に
な
っ
て
い
る
。

「
水
分
を
17
％
程
度
に
し
た
籾
を
出
荷

し
て
も
ら
え
ば
、
後
の
工
程
は
農
協
が

し
ま
す
。
２
０
２
４
年
を
め
ど
に
、
乾
燥

か
ら
精
米
ま
で
一
貫
し
た
施
設
を
つ
く

り
、
海
外
輸
出
に
も
対
応
で
き
る
配
備

に
し
た
い
」
と
樽
井
さ
ん
は
明
か
す
。
品

質
の
統
一
と
安
定
が
図
れ
る
と
と
も
に
、

農
家
の
省
力
化
と
コ
ス
ト
削
減
に
な
る
。

大
規
模
化
し
て
い
る
水
田
で
、
収
穫
適

期
を
逃
さ
ず
稲
刈
り
に
注
力
で
き
る
。

　

米
づ
く
り
は
土
地
や
設
備
投
資
に
多

額
の
費
用
を
要
す
る
の
で
、
新
規
就
農

者
は
野
菜
な
ど
の
施
設
園
芸
か
ら
始
め

る
。
稲
作
は
既
存
農
家
が
大
規
模
化
で

そ
の
将
来
を
担
う
が
、
田
植
え
と
収
穫

は
家
族
総
出
で
支
え
て
き
た
の
で
、
未

婚
者
が
増
え
て
い
る
の
が
気
が
か
り
だ
。

「
未
婚
の
後
継
者
の
た
め
に
、
農
協
が

苗
づ
く
り
や
移
植
な
ど
を
肩
代
わ
り
す

る
。
そ
う
い
っ
た
人
的
支
援
も
今
後
は

考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
樽
井

さ
ん
は
未
来
も
見
据
え
る
。

　

同
時
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
活
用
し
た
自
動
運

転
に
よ
る
田
植
え
や
肥
料
散
布
、
ド
ロ

ー
ン
を
使
っ
た
防
除
な
ど
、
ス
マ
ー
ト

農
業
に
よ
る
省
力
化
も
着
々
と
進
め
て

い
る
。
東
川
の
水
と
米
の
お
い
し
さ
は

色
褪
せ
ず
受
け
継
が
れ
る
だ
ろ
う
。

（
２
０
２
１
年
１
月
12
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

【農業】

春を迎えた東川町の水田と子どもたち　提供：大塚友記憲さん

耕作放棄地のない道内有数の稲作地帯

田植えが始まるまでの短い
期間、無風の日にしか見ら
れない東川町の絶景「鏡面
水田」 提供：東川町

ペットボトルの「大雪旭岳源水｣と｢東川米」
の無洗米をセットにした「炊くだけ御膳」
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「
地
下
水
で
暮
ら
す
」

希
少
価
値
を
再
発
見

「
開
拓
以
来
ず
っ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
こ4

う
し
て

4

4

4

暮
ら
し
て
い
ま
す
」
と
、
東
川

町
長
の
松
岡
市
郎
さ
ん
は
手
押
し
ポ
ン

プ
の
し
ぐ
さ
を
し
た
。
大
雪
山
の
雪
解

け
水
が
長
い
歳
月
を
か
け
て
地
中
に
染

み
込
み
、
ま
ち
を
巡
っ
て
水
田
を
潤
し
、

生
活
用
水
と
な
る
。
手
押
し
ポ
ン
プ
は

電
動
ポ
ン
プ
に
置
き
換
わ
っ
た
が
、
地

下
水
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
は
変
わ
ら

な
い
。

　

実
は
、
町
全
域
に
上
水
道
を
敷
設
す

る
議
論
も
昭
和
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
。

東
川
の
南
端
を
流
れ
る
石
狩
川
水
系
の

忠
別
川
で
多
目
的
ダ
ム
の
工
事
が
進
ん

で
い
る
と
き
に
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と

っ
た
。

「
半
数
以
上
が
『
上
水
道
は
必
要
な

い
』
と
答
え
、『
今
は
必
要
な
い
』
も
23

％
で
、
両
方
合
わ
せ
る
と
約
８
割
が

『
今
、
上
水
道
は
不
要
』
と
い
う
結
果

に
な
り
ま
し
た
。
水
質
検
査
で
も
ま
っ

た
く
異
常
が
な
い
。
あ
え
て
必
要
な
い

の
で
や
め
た
の
で
す
」

　

こ
の
前
後
か
ら
東
川
町
は
地
下
水
で

暮
ら
す
希
少
価
値
を
再
発
見
し
、
広
く

訴
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
２
０
０
４

年
（
平
成
16
）
に
水
源
を
「
大
雪
旭
岳
源

水
公
園
」
と
し
て
整
備
し
、
２
０
０
８

年
（
平
成
20
）
に
は
環
境
省
の
「
平
成
の

名
水
百
選
」
に
。
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）

か
ら
は
地
下
水
を
利
用
す
る
全
国
の
市

町
村
に
呼
び
か
け
、
持
ち
回
り
で
「
安

全
・
安
心
で
お
い
し
い
地
下
水
サ
ミ
ッ

ト
」
を
開
催
し
て
い
る
。

「
当
た
り
前
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
る

と
、
そ
の
よ
さ
に
気
づ
か
な
い
最
た
る

も
の
が
水
と
空
気
で
す
。
し
か
し
、
天

か
ら
贈
ら
れ
た
美
し
い
結
晶
を
も
つ
雪

が
『
神
々
の
遊
ぶ
庭
（
大
雪
山
の
ア
イ
ヌ
名
、

カ
ム
イ
ミ
ン
タ
ラ
）』
に
地
下
浸
透
し
た
水

で
暮
ら
す
文
化
は
、
か
け
が
え
の
な
い

も
の
。
大
雪
旭
岳
源
水
の
カ
ル
シ
ウ
ム

と
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
２
対
１
の
割
合
は
、

望
ま
し
い
飲
料
水
の
硬
度
の
比
率
に
き

わ
め
て
近
い
と
い
う
研
究
者
の
指
摘
も

あ
り
ま
す
」

　

東
日
本
大
震
災
は
災
害
時
の
水
の
確

保
と
供
給
の
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

そ
こ
で
２
０
１
３
年
（
平
成
25
）
に
操
業

開
始
し
た
の
が
、
株
式
会
社
大
雪
水
資

源
保
全
セ
ン
タ
ー
だ
。
同
社
は
コ
ー
プ

さ
っ
ぽ
ろ
、
東
川
町
、
Ｊ
Ａ
ひ
が
し
か

わ
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
大
雪
旭
岳
源
水

を
加
熱
殺
菌
処
理
せ
ず
無
菌
充
填
し
た

ナ
チ
ュ
ラ
ル
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
製
造
販
売
。
売
り
上

げ
の
一
部
を
東
川
町
で
は
水
源
涵
養
に

つ
な
が
る
森
林
整
備
、
す
な
わ
ち
植
林

な
ど
の
費
用
に
あ
て
て
い
る
。

東
川
町
は
、
先
に
ふ
れ
た
「
写
真
の
町
」
以
外
に
も
、
町
内
で
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん

が
生
後
１
０
０
日
を
過
ぎ
る
と
、
町
内
の
家
具
職
人
に
よ
る
手
づ
く
り
の
椅
子
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
「
君
の
椅
子
」
事
業
、
小
学
校
を
移
転
・
新
築
す
る
際
に
敷
地

内
に
水
田
を
１
ha
つ
く
り
、
農
業
体
験
と
し
て
コ
ン
バ
イ
ン
に
小
学
生
を
乗
せ
る

な
ど
、
よ
そ
で
は
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
事
業
を
多
数
行
な
っ
て
い
る
。「
合

併
せ
ず
自
立
す
る
道
を
選
ん
だ
か
ら
に
は
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
な
け
れ
ば
」

と
言
う
町
長
の
松
岡
市
郎
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

東川町を開拓した入植者と掘立小屋 提供：東川町

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち

Ichiro Matsuoka
1951年生まれ。1972年東川町
奉職。農林課長補佐、社会教育
課長、税務住民課長を経て、
2003年に退職。同年、東川町長
に就任。現在5期目。

松岡市郎さん

東川町長

水
と
人
が
巡
る
ま
ち

―
―
町
長
に
聞
く
「
東
川
町
が
元
気
な
理わ

け由
」

【まちづくり】
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子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら

多
様
な
出
会
い
を

　

東
川
町
は
木
工
の
町
で
も
あ
り
、
家

具
や
ク
ラ
フ
ト
の
工
房
が
多
い
。
こ
こ

で
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
は
、
手
づ

く
り
の
「
君
の
椅
子
」
が
贈
ら
れ
る
。

子
ど
も
を
迎
え
る
喜
び
を
地
域
の
人
々

で
分
か
ち
合
え
た
ら
―
―
旭
川
大
学
大

学
院
ゼ
ミ
か
ら
そ
う
提
案
さ
れ
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
松
岡
町
長
は
い
ち
早
く
共

鳴
し
、
他
市
町
村
の
先
頭
を
切
り
２
０

０
６
年
（
平
成
18
）
か
ら
実
施
し
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
若

い
移
住
者
が
目
立
つ
要
因
の
一
つ
が
充

実
し
た
子
育
て
・
教
育
環
境
だ
。
１
９

８
７
年
（
昭
和
62
）
を
最
後
に
廃
校
が
な

く
、
４
つ
の
小
学
校
と
１
つ
の
中
学
校

を
維
持
し
て
い
る
。
２
０
１
４
年
（
平

成
26
）
に
新
築
移
転
さ
れ
た
東
川
小
学

校
は
、
16 

ha
の
広
大
な
敷
地
に
体
験
農

園
や
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
を
併
設
。
幼

保
一
元
化
と
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の

合
築
施
設
が
あ
り
、
15
歳
ま
で
の
医
療

費
の
全
額
助
成
な
ど
数
々
の
子
育
て
支

援
制
度
も
早
く
か
ら
導
入
し
て
き
た
。

「
教
育
力
は
大
都
市
に
ひ
け
を
と
り
ま

せ
ん
。
目
指
す
の
は
『T

each less,  
learn m

ore

』。
つ
ま
り
先
生
が
一
方

的
に
教
え
る
の
で
は

な
く
、
子
ど
も
た
ち

が
自
ら
の
意
思
で
学

ぶ
姿
勢
を
育
む
こ
と

で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な

出
会
い
を
通
じ
て
な

ぜ
？ 

と
問
い
を
立

て
な
が
ら
成
長
し
て

い
く
子
ど
も
た
ち
を

育
て
た
い
」

生後100日を過ぎた赤ちゃんに椅子を届ける
町役場の職員たち 提供：東川町

（上）JETプログラムで派遣された外国人職員とふれあう東川町の子ど
もたち 提供：東川町
（左）町内にある福祉専門学校日本語学科の入学式。多くの留学生が
東川町で暮らしながら学ぶ 提供：東川町

2014年に移転・新築した東川
小学校の外観。先進的な授業
が行なわれている

水と人が巡るまち――町長に聞く「東川町が元気な理由」

手づくりの椅子をプレゼントする「君の椅子」事業。毎年異なるデザインが選定され、町内の家具職人が製作する
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出
会
い
と
い
え
ば
、
東
川
町
の
子
ど

も
た
ち
は
外
国
人
と
ふ
れ
あ
う
機
会
が

多
い
。
町
で
は
総
務
省
な
ど
の
Ｊ
Ｅ
Ｔ

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
語
学
指
導
等
を
行
な
う
海
外
青
年

招
致
事
業
）
を
活
用
し
、
外
国
語
指
導
助

手
、
国
際
交
流
員
、
ス
ポ
ー
ツ
国
際
交

流
員
と
し
て
20
名
近
い
外
国
人
職
員
を

配
置
。
町
主
催
の
短
期
日
本
語
・
日
本

文
化
研
修
事
業
で
は
東
ア
ジ
ア
諸
国
を

中
心
に
10
年
間
で
延
べ
３
０
０
０
人
を

超
え
る
研
修
生
を
招
い
た
。
ま
た
、
町

内
の
福
祉
専
門
学
校
の
日
本
語
学
科
に

加
え
、
日
本
初
の
町
立
日
本
語
学
校
が

留
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
在
住
の

外
国
人
は
３
８
０
人
と
人
口
の
５
％

（
２
０
１
８
年
12
月
時
点
）
を
占
め
る
。

「
小
さ
な
ま
ち
に
こ
れ
だ
け
国
際
教
育

の
機
会
が
あ
る
の
は
珍
し
い
と
思
い
ま

す
。
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
は
、

外
国
の
人
と
違
和
感
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
で
き
る
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
」

３
つ
の「
間
」を
共
有
し

「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
」で
進
む

　

移
住
者
に
聞
く
と
皆
さ
ん
共
通
し
て

話
す
こ
と
が
あ
る
。
よ
そ
者
で
も
分
け

隔
て
な
く
受
け
入
れ
て
く
れ
る
、
と
。

「
小
さ
い
ま
ち
の
よ
さ
は
３
つ
の

『
間ま

』
を
共
有
し
や
す
い
こ
と
で
す
。

仲
間
、
空
間
、
時
間
。
気
心
の
知
れ
た

人
と
い
つ
も
の
場
所
で
同
じ
時
を
過
ご

す
の
が
い
ち
ば
ん
楽
し
い
。
こ
こ
で
は

壁
な
く
す
ぐ
親
し
く
な
り
、
そ
れ
が
で

き
ま
す
」

　

と
は
い
え
、
小
さ
な
ま
ち
が
す
べ
て

そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
東
川
町
の
何
が

そ
ん
な
風
土
を
つ
く
っ
て
い
る
の
か
。

「
役
場
の
職
員
と
住
民
の
距
離
が
近
い

こ
と
も
要
素
の
１
つ
で
は
な
い
か
、
と
。

役
場
に
電
話
し
た
ら
『
土
日
で
も
構
い

ま
せ
ん
か
ら
い
つ
で
も
来
て
く
だ
さ
い

と
親
身
に
案
内
を
し
て
く
れ
た
、
そ
れ

で
移
住
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
』
と
い

う
方
が
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
」

　

た
し
か
に
東
川
町
の
職
員
と
接
し
て

い
る
と
、
堅
苦
し
い
雰
囲
気
を
ま
っ
た

く
感
じ
な
い
。「
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
外
の

人
と
の
交
流
が
多
く
、
自
然
と
役
場
の

体
質
も
外
に
開
か
れ
て
い
っ
た
の
で

は
」
と
松
岡
さ
ん
は
推
測
す
る
。

　

東
川
町
国
際
写
真
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

や
写
真
甲
子
園
（
ｐ
19
〜
21
参
照
）
な
ど
の

事
業
を
委
託
し
て
い
た
札
幌
の
企
画
会

社
が
２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
に
倒
産
。

関
連
業
務
を
町
の
職
員
が
直
接
手
が
け

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
結
果
的
に
、

民
間
企
業
や
内
外
の
写
真
家
、
デ
ザ
イ

ナ
ー
な
ど
と
の
人
脈
を
広
げ
、
外
に
開

か
れ
た
役
場
を
生
ん
だ
。

「
公
務
員
は
よ
く
『
断
り
上
手
』
と
言

わ
れ
ま
す
。
前
例
が
な
い
、
他
で
や
っ

て
い
な
い
、
予
算
が
な
い
。
し
か
し
、

前
に
も
他
で
も
し
て
い
な
い
こ
と
だ
か

ら
挑
戦
し
が
い
が
あ
り
、
よ
い
事
業
な

ら
補
正
予
算
を
組
め
ば
い
い
。
失
敗
し

た
ら
や
り
直
せ
ば
い
い
ん
で
す
。
大
切

な
の
は
『
Ｓ
Ｏ
Ｓ(Speed, O

pen, Service

）』。

ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
情
報
を
公
開
し

サ
ー
ビ
ス
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
す
」

　

独
立
独
歩
の
気
風
を
醸
し
た
転
機
と

し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
市
町
村
合
併
し

な
い
決
断
。
２
０
０
３
年
（
平
成
15
）、

そ
の
公
約
を
掲
げ
て
町
民
に
選
ば
れ
た

町
長
が
松
岡
さ
ん
だ
。

交
付
金
や
寄
付
金
を
活
用
し

未
来
を
つ
く
る
事
業
に
投
資

　

市
町
村
別
の
集
計
は
未
公
表
だ
が
、

東
川
町
に
交
付
さ
れ
た
地
方
創
生
推
進

交
付
金
は
、
全
道
で
も
札
幌
市
に
次
ぐ

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
過
疎
地
で
は
、
例
え
ば
10
億
円
の
公

共
施
設
を
建
設
す
る
に
は
過か

そ疎
債さ

い
（
注

1
）
の
起
債
に
よ
り
３
億
円
の
負
担
で

済
み
ま
す
が
、
東
川
町
は
過
疎
地
の
要

件
か
ら
わ
ず
か
に
外
れ
て
お
り
、
６
億

円
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

財
源
は
当
然
、
税
収
に
な
り
ま
す
。
住

民
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
少
し

で
も
有
利
な
辺へ
ん
ち
さ
い

地
債
（
注
2
）
な
ど
の
起

債
や
、
新
し
く
制
定
さ
れ
る
交
付
金
や

補
助
金
を
活
用
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
た
ま
た
ま
多
か
っ
た
だ
け
の
話

で
す
」

　

だ
が
見
方
を
変
え
れ
ば
、
他
の
自
治

体
と
横
並
び
で
は
な
い
独
自
の
事
業
が

多
く
、
大
都
市
か
ら
地
方
へ
の
移
住
促

進
や
外
国
人
材
の
活
用
な
ど
国
の
施
策

の
方
向
性
と
も
合
致
す
る
か
ら
こ
そ
、

（注1）過疎債
過疎地域に認定された市町村が発行する地方債。正式には過疎対策事
業債。過疎法による財政上の優遇措置の一つで、学校や地場産業の振
興施設、観光施設など、公共施設の整備費として起債が認められている。

■あなたは今、水道が必要だと思いますか？（町民アンケート）

必要ない
55.9％

今は必要ないが
将来は必要 
　　23.2％

わからない 8.6％

その他 1.9％

無回答 6.1％ 必要 4.3％

水道事業対象地区1307世帯に発送。1066世帯より回収（回収率81.6％）
出典：2005年4月発行『広報ひがしかわ』より抜粋

「平成の名水百選」にも選ばれている東川町の
銘水「大雪旭岳源水」。源泉から数百m離れたこ
の取水場で自由に汲むことができる

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち
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交
付
金
を
引
き
出
せ
た
と
も
い
え
る
。

「
財
政
規
模
は
拡
大
し
、
以
前
よ
り
借

金
総
額
は
た
し
か
に
多
く
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
民
間
と
違
い
、
５
〜
８
割
が
た

の
元
利
を
国
が
肩
代
わ
り
す
る
借
金
な

の
で
返
済
金
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
し
、

逆
に
そ
れ
で
学
校
施
設
や
公
園
用
地
や

山
林
な
ど
の
資
産
が
増
え
ま
し
た
。
将

来
の
た
め
に
必
要
な
事
業
に
は
投
資
す

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
」

　

地
方
創
生
に
取
り
組
む
自
治
体
へ
寄

付
し
た
企
業
が
税
制
上
の
優
遇
措
置
を

受
け
ら
れ
る
「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納

税
」
と
、「
ひ
が
し
か
わ
株
主
制
度
（
寄

付
を
投
資
と
位
置
づ
け
、
個
人
の
ふ
る
さ
と
納
税
を
こ

う
呼
び
換
え
て
い
る
）」
も
貴
重
な
財
源
の

一
つ
だ
。

　

２
０
１
９
年

（
令
和
元
）、
企
業

版
ふ
る
さ
と
納

税
に
よ
る
寄
付

は
７
社
か
ら
約

１
億
５
０
０
０

万
円
、
ひ
が
し

か
わ
株
主
制
度

は
投
資
株
主
総

数
約
５
万
人
、

投
資
額
約
５
億

円
に
な
っ
た
。

資
金
は
人
材
育

成
や
奨
学
助
成
、

「
写
真
の
町
」

推
進
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
ひ
が

し
か
わ
株
主
は
投
資
し
た
い
事
業
を
選

べ
、
株
主
優
待
は
宿
泊
施
設
の
無
料
利

用
、
水
や
米
な
ど
東
川
な
ら
で
は
の
地

産
品
。
株
主
総
数
は
直
近
５
年
間
で
約

６
倍
に
な
り
、
東
川
町
の
フ
ァ
ン
は
着

実
に
増
え
て
き
た
。

「
適て
き

疎そ

」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に

つ
な
ぎ
続
け
ら
れ
る
社
会
へ

　

東
川
町
の
人
口
は
１
９
９
４
年
（
平

成
６
）
に
７
０
０
０
人
を
切
っ
て
底
を

打
ち
、
移
住
者
の
増
加
で
２
０
１
４
年

（
平
成
26
）
に
目
標
値
の
８
０
０
０
人
に

回
復
し
た
。
し
か
し
、
基
幹
産
業
で
あ

る
農
業
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
、

農
地
の
宅
地
転
用
を
伴
う
定
住
人
口
の

無
制
限
な
増
加
は
求
め
て
い
な
い
。
あ

く
ま
で
も
８
０
０
０
人
規
模
を
維
持
し
、

留
学
生
事
業
や
ひ
が
し
か
わ
株
主
制
度

な
ど
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で

ま
ち
に
関
与
し
、
人
を
呼
び
込
む
「
関

係
人
口
」
の
拡
大
を
目
指
す
。

　

こ
の
考
え
方
を
東
川
町
で
は
「
適て
き

疎そ

」
と
称
し
て
い
る
。

「
互
い
に
顔
が
見
え
て
名
前
を
呼
び
合

い
、
３
つ
の
『
間
』
を
共
有
で
き
、
な
お

か
つ
一
定
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
を
保

て
る
人
口
規
模
が
適
疎
で
す
。
今
回
の

コ
ロ
ナ
禍
で
人
々
の
意
識
も
過
密
か
ら

適
疎
へ
と
移
り
ゆ
く
は
ず
。
都
市
と
地

方
が
共
生
す
る
う
え
で
未
来
性
の
あ
る

考
え
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
互
い

に
補
完
す
る
の
は
『
つ
な
ぐ
』
こ
と
の

繰
り
返
し
で
す
。
木
も
切
っ
た
ら
植
え

る
の
だ
し
、
水
が
自
然
界
を
循
環
す
る

よ
う
に
人
も
巡
り
減
っ
て
は
増
え
る
。

つ
な
ぎ
つ
づ
け
循
環
で
き
る
社
会
に
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
」

　

コ
ロ
ナ
禍
で
東
川
町
も
製
造
業
や
観

光
サ
ー
ビ
ス
業
が
被
害
を
受
け
た
。
ポ

ス
ト
コ
ロ
ナ
に
向
け
、
建
築
家
の
隈
研

吾
氏
と
コ
ラ
ボ
し
た
家
具
デ

ザ
イ
ン
コ
ン
ペ
を
今
年
か
ら

ス
タ
ー
ト
す
る
。
第
１
回
の

テ
ー
マ
は
、
生
ま
れ
た
子
ど

も
を
よ
う
こ
そ
と
迎
え
入
れ

る
「
君
の
椅
子
」
に
ち
な
ん

で
「
木
の
椅
子
」
だ
。

　

さ
ら
に
「
ア
イ
ヌ
文
化
を

テ
ー
マ
と
し
た
映
画
を
近
隣

の
自
治
体
と
連
携
し
て
製
作
・
発
信
し

観
光
振
興
に
つ
な
げ
た
い
」
と
の
構
想

も
松
岡
さ
ん
は
熱
く
語
っ
た
。
２
０
２

０
年
（
令
和
２
）
11
月
に
は
、
こ
れ
も
日

本
で
は
数
少
な
い
公
設
民
営
と
な
る
酒

蔵
（
ｐ
36
〜
37
）
が
竣
工
し
て
い
る
。
他

の
地
域
が
や
ら
な
い
こ
と
に
挑
み
な
さ

い
と
職
員
に
発
破
を
掛
け
、
責
任
は
自

分
が
負
え
ば
よ
い
と
覚
悟
を
決
め
て
ま

ち
づ
く
り
の
足
元
を
固
め
て
き
た
そ
の

目
は
、
は
る
か
先
を
見
据
え
て
い
る
。

（
２
０
２
０
年
11
月
20
日
取
材
）

水と人が巡るまち――町長に聞く「東川町が元気な理由」

【まちづくり】

（注2）辺地債
地方債の一種。正式には辺地対策事業債。辺地とその
他の地域との間における住民の生活文化水準の格差の
是正を図ることを目的とする公共施設の整備や情報通信
基盤整備等に対して充当される。

■東川町の人口推移■「ひがしかわ株主制度」投資額の推移

■「ひがしかわ株主制度」株主総数の推移
1920
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ピーク：1万754人
（1950年国勢調査）

2019年度
5万329人

2019年度
5億26万円

年ごとの最少：7063人
（1993年12月末）

1994年3月末に
6973人まで減少

※1920年（大正9）から1950年（昭和25）は国勢調査
※1954年（昭和29）から2018年（平成30）は住民基本台帳調査（毎年12月末時点）
※点線部分は国立社会保障・人口問題研究所による将来推計
出典：『東川町史 第3巻』p87より

出典：『東川町史 第3巻』p52より。2019年度の数値は2020年8月
発行『広報ひがしかわ』による
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2015年度
返礼品の充実、
ネットからの
申し込み開始2008年度

1165万1000円

2008年度
415人

8377人
（2019年12月末）



第3飲料水供給施設（6戸）

阿波団体地区飲料水供給施設（14戸）

第8行政区飲料水供給施設（4戸）

東忠別地区飲料水供給施設（9戸）

第29飲料水供給施設（5戸）

第34飲料水供給施設（27戸）

第14飲料水供給施設（3戸）

キトウシ地区専用水道（キトウシ森林公園）

進化台地区専用水道（専門学校＋5戸）

キトウシ地区飲料水供給施設（10戸）

第3飲料水供給施設（6戸）

阿波団体地区飲料水供給施設（14戸）

第8行政区飲料水供給施設（4戸）

東忠別地区飲料水供給施設（9戸）

第29飲料水供給施設（5戸）

第34飲料水供給施設（27戸）

第14飲料水供給施設（3戸）

キトウシ地区専用水道（キトウシ森林公園）

進化台地区専用水道（専門学校＋5戸）

キトウシ地区飲料水供給施設（10戸）

（注2）飲料水供給施設
50人以上（地下水汚染地域にあっては
この限りではない）100人以下を給水人
口とする飲料に適した水を供給する施設。

（注1）専用水道
寄宿舎や社宅（マンション）、
療養所などにおける自家用
の水道。水源の規定はない。

（注3）地下水盆
1つの大規模な帯水層、または帯水層群の分
布地域のこと。日本には 210の地下水盆が存
在するとされ、 特に九州地方が突出して多い。

「
上
水
道
の
な
い
町
」

そ
の
水
源
と
定
義

　

東
川
町
は
「
上
水
道
の
な
い
町
」
を

セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
の
１
つ
に
し
て
い

ま
す
ね
。
た
だ
し
、
厳
密
に
言
う
と

「
水
源
が
地
下
水
」
で
あ
る
こ
と
と
、
水

道
法
が
定
め
る
「
上
水
道
」
が
な
い
こ

と
は
、
意
味
合
い
が
少
し
異
な
り
ま
す
。

　

日
本
の
水
道
法
に
お
け
る
「
水
道

（
上
水
道
）」
と
は
、「
導
管
や
工
作
物
に
よ

り
、
水
を
人
の
飲
用
に
適
す
る
水
と
し

て
供
給
す
る
施
設
の
総
体
」
を
指
し
ま

す
。
そ
し
て
給
水
人
口
が
５
０
０
１
人

以
上
な
ら
ば
、
た
と
え
水
源
が
地
下
水

で
も
「
上
水
道
」
で
す
し
、
給
水
人
口

が
１
０
１
人
以
上
５
０
０
０
人
以
下
な

ら
ば
「
簡
易
水
道
」。
い
ず
れ
も
水
道

法
の
対
象
と
な
る
「
上
水
道
」
で
す
。

つ
ま
り
、
日
本
で
は
水
道
を
給
水
人
口

で
定
義
し
て
い
る
の
で
す
。
熊
本
市
の

水
源
は
地
下
水
で
す
が
、
約
74
万
人
が

住
む
の
で
「
上
水
道
が
あ
る
」
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

東
川
町
の
特
徴
は
、
約
８
３
０
０
人

が
住
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
圧
倒
的
多
数
が
「
自
前
の
井
戸
」
で

給
水
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
「
専
用
水

道
」（
注
１
）
や
、
水
道
法
に
基
づ
く
水
道

事
業
に
は
該
当
し
な
い
「
飲
料
水
供
給

施
設
」（
注
２
）
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
割

合
は
ご
く
わ
ず
か
で
、
ほ
と
ん
ど
が
自

前
の
井
戸
で
す
。「
上
水
道
の
な
い
町
」

と
聞
い
て
、
た
し
か
に
そ
う
も
言
え
る

と
思
い
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
飲
料
水
供
給
施
設
は
、

水
道
法
に
基
づ
く
水
道
事
業
で
は
な
い

た
め
塩
素
消
毒
の
法
的
な
義
務
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
多
く
の
自
治
体
で
は
条
例

に
よ
り
塩
素
消
毒
を
行
な
う
よ
う
に
定

め
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
個
人
宅
に
設

置
さ
れ
た
井
戸
に
つ
い
て
も
、
衛
生
的

な
安
全
性
の
確
認
が
必
要
で
す
。

良
質
だ
か
ら
で
き
る

「
分
散
型
」の
水
供
給

　

東
川
町
が
飲
料
水
を
自
前
の
井
戸
で

供
給
で
き
る
最
大
の
理
由
は
、
質
の
よ

い
地
下
水
が
大
量
に
存
在
す
る
か
ら
で

す
。
実
は
、
首
都
圏
も
湧
水
は
多
い
の

で
す
が
、
汚
染
さ
れ
て
飲
料
水
に
適
さ

な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
。
そ
の
点
、
東

川
町
は
汚
染
を
受
け
に
く
い
土
地
に
位

置
し
、
人
口
密
度
が
あ
ま
り
高
く
な
い

の
で
汚
染
さ
れ
る
危
険
性
が
低
い
う
え
、

地
下
水
の
保
全
条
例
を
定
め
て
「
地
下

水
を
守
る
努
力
」
を
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
地
下
水
の
利
用
量
が
あ
ま

り
多
く
な
い
。
熊
本
市
も
地
下
水
は
豊

富
で
す
が
、
工
場
を
誘
致
す
る
な
ど
し

た
結
果
、
利
用
量
が
増
え
て
地
下
水
盆

（
注
３
）
が
小
さ
く
な
っ
た
の
で
、
地
下

水
を
涵
養
し
よ
う
と
動
い
て
い
ま
す
。

　

厳
密
な
定
義
は
別
に
し
て
、
東
川
町

が
「
上
水
道
の
な
い
町
」
を
唱
え
る
こ

と
で
、
対
外
的
に
は
「
こ
れ
か
ら
も
地

下
水
を
守
っ
て
い
く
」
と
宣
伝
で
き
ま

す
し
、
町
民
に
対
し
て
は
「
自
分
た
ち

は
地
下
水
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」
と
訴
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
町
と

し
て
定
点
観
測
用
の
井
戸
を
持
ち
、
定

地
下
水
を
持
続
可
能
に
す
る

自
然
の
恵
み
と
人
の々
努
力

全
町
民
が
地
下
水
で
暮
ら
す
東
川
町
は
、「
上
水
道
の
な
い
町
」
を
標
榜
し
て
い
る
。
一
般
的
な
上
水
道
を
「
集
中
管
理
型
」

の
水
供
給
シ
ス
テ
ム
と
す
る
な
ら
ば
、
各
戸
が
電
気
ポ
ン
プ
な
ど
で
地
下
水
を
汲
み
上
げ
て
利
用
す
る
東
川
町
は
「
分
散

型
」
と
い
え
る
。
町
域
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
水
道
網
を
つ
く
ら
な
い
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
東
京
大

学
大
学
院
の
教
授
で
厚
生
労
働
省
新
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
検
討
会
の
座
長
な
ど
を
務
め
る
滝
沢
智
さ
ん
に
聞
い
た
。

Satoshi Takizawa
1959年東京都生まれ。1983年東京大学工
学部都市工学科卒、同大大学院博士課程
修了。長岡技術科学大学助手、建設省（当
時）土木研究所主任研究員、東京大学工学
部助教授、アジア工科大学助教授（JICA派
遣）などを経て2006年から現職。研究分野は

「アジアの都市水システム」「都市と地下水環
境」「高度浄水処理」「都市水システムの計画
および維持管理」など。著書に『環境工学系
のための数学』『水質環境工学』などがある。
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滝沢 智さん

東京大学大学院 
工学系研究科 教授

【地下水と水道】

34水の文化 67号　特集　みずからつくるまち



東
川
町
が
推
奨
す
る
深
さ
は
20
.0
ｍ
以
上
程
度

表土

れき

ホームポンプ

井戸（掘削する穴）

揚水管（水吸い上げ用）

パッカー
給水する地層以外からの水を止水処理する。
ストレーナーから上0.5m程度に設置

ストレーナー加工
（穴から地下水が入り、吸い上げる）

砂だまり

※推奨 二重パッカー
　上部 シュロ皮／下部 ナイスシール

φ66mm

自然水位GL-3～7m

口径φ32mm程度

P

GL（地盤面）

礫混じり玉石層
（帯水層①）

礫混じり粘土層
（不透水層）
礫混じり
玉石層 0.5m 程度

0.5m 程度

4.0m 程度

1.0m 程度

砂礫層
（帯水層②）

第3飲料水供給施設（6戸）

阿波団体地区飲料水供給施設（14戸）

第8行政区飲料水供給施設（4戸）

東忠別地区飲料水供給施設（9戸）

第29飲料水供給施設（5戸）

第34飲料水供給施設（27戸）

第14飲料水供給施設（3戸）

キトウシ地区専用水道（キトウシ森林公園）

進化台地区専用水道（専門学校＋5戸）

キトウシ地区飲料水供給施設（10戸）

第3飲料水供給施設（6戸）

阿波団体地区飲料水供給施設（14戸）

第8行政区飲料水供給施設（4戸）

東忠別地区飲料水供給施設（9戸）

第29飲料水供給施設（5戸）

第34飲料水供給施設（27戸）

第14飲料水供給施設（3戸）

キトウシ地区専用水道（キトウシ森林公園）

進化台地区専用水道（専門学校＋5戸）

キトウシ地区飲料水供給施設（10戸）

※東川町が衛生的で安全な生活用水を町民が得るための参考とし
て、個人が設置する標準的な飲用水施設の構造を記したもの　
※地層の状況は場所によって異なること、井戸を設置した場合は飲
料水として問題ないか水質検査を行なう必要があること、水質検査
の結果は井戸施工業者から必ず受け取ることなども併記している　
出典：東川町発行『東川町の地下水 2020年度版』

※飲料水供給施設と専用水道は東川町が整備し、飲料水を供給　
※使用料は無料。ただし、受益者分担金ならびに維持管理に要する経費は徴収している　
出典：東川町発行『東川町の地下水 2020年度版』

東川町の飲料水供給施設。
井戸を掘っても地下水が得ら
れにくい地域に設置している

大雪旭岳源水を汲んで持ち帰る札幌市在住
のご家族。「東川町の水は有名」と言う

■東川町の給水標準図

■東川町の飲料水供給施設と専用水道

期
的
に
水
質
を
検
査
し
て
結
果
も
公
表

し
て
い
ま
す
し
、
地
下
の
地
層
図
も
示

し
て
い
ま
す
。
地
下
水
を
た
ん
に
Ｐ
Ｒ

す
る
の
で
は
な
く
、
考
え
得
る
す
べ
て

の
対
策
を
講
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
姿
勢
が
、
良
質
な
地
下
水
を
維

持
し
、「
集
中
管
理
型
」
で
は
な
い
、
東

川
町
な
ら
で
は
の
「
分
散
型
」
水
供
給

シ
ス
テ
ム
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
す
。

当
た
り
前
で
は
な
い

自
分
た
ち
の
財
産

　

こ
れ
か
ら
も
地
下
水
を
維
持
す
る
た

め
に
気
を
つ
け
た
い
の
は
、
水
質
の
事

故
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
で
す
。
飲
み
水

か
ら
大
腸
菌
が
検
出
さ
れ
た
り
、
誰
か

が
健
康
を
害
し
た
り
す
れ
ば
、
イ
メ
ー

ジ
が
悪
く
な
り
ま
す
。
大

雨
で
家
畜
の
排
泄
物
が
流

れ
出
て
、
地
下
水
を
汚
染

し
た
事
例
も
海
外
に
は
あ

る
の
で
す
。

　

地
震
も
リ
ス
ク
で
す
。

２
０
１
８
年
（
平
成
30
）
９

月
の
北
海
道
胆い

振ぶ
り

東
部
地

震
で
は
、
停
電
で
ポ
ン
プ

が
動
か
せ
ず
水
が
汲
め
な

か
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

２
０
１
６
年
（
平
成
28
）
の

熊
本
地
震
で
は
、
地
盤
が

緩
ん
で
帯
水
層
に
砂
が
混

じ
り
、
飲
む
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
地
下
水

を
汲
み
上
げ
る
パ
イ
プ
が
曲
が
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

　

ま
た
、
下
水
管
や
合
併
浄
化
槽
と
い

っ
た
地
下
埋
設
物
に
も
注
意
が
必
要
で

す
。
東
川
町
の
地
下
水
位
は
３
～
７
ｍ

と
比
較
的
浅
い
の
で
、
仮
に
下
水
管
か

ら
漏
れ
る
と
汚
染
が
広
範
囲
に
広
が
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
敷
地
が
広
け
れ
ば

自
宅
で
洗
車
を
す
る
人
も
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
土
や
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
す
き
間
か
ら
洗
剤
が
地
下
に

浸
透
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

車
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
や
洗
車
場
で

洗
っ
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
し
た
リ
ス
ク
を
理
解
し
、
地
震

な
ど
に
備
え
て
３
日
分
の
飲
料
水
を
用

意
す
る
、
自
宅
を
改
築
す
る
際
は
技
術

の
高
い
施
工
会
社
に
依
頼
す
る
な
ど
、

一
人
ひ
と
り
の
心
備
え
が
重
要
で
す
。

　

か
つ
て
、
上
水
道
が
開
通
し
た
当
初

は
「
水
が
来
た
」
と
喜
ば
れ
ま
し
た
が
、

今
は
当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
今
の
日
本
で
、
東
川
町
の
よ
う
に

地
下
水
だ
け
で
暮
ら
せ
る
地
域
は
極
め

て
稀
で
す
。
そ
の
環
境
を
維
持
す
る
に

は
「
地
下
水
を
大
切
に
し
よ
う
」
と
町

民
が
心
を
合
わ
せ
、
努
力
を
続
け
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

「
当
た
り
前
」
と
思
わ
ず
に
、
自
分
た

ち
の
財
産
と
し
て
子
や
孫
の
世
代
に
受

け
継
い
で
ほ
し
い
で
す
ね
。

（
２
０
２
０
年
12
月
18
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

【地下水と水道】

35 地下水を持続可能にする自然の恵みと人々の努力



1

老
舗
の
蔵
元
が

東
川
に
や
っ
て
来
た

　

２
０
２
０
年
（
令
和
２
）
11
月
、
東
川

町
に
初
の
酒
蔵
が
誕
生
し
た
。
全
国
で

も
数
少
な
い
公
設
民
営
型
の
酒
蔵
で
あ

る
。
東
川
の
豊
か
な
天
然
水
と
主
要
農

作
物
で
あ
る
米
を
活
か
し
て
新
た
な
特

産
品
を
つ
く
り
た
い
と
、
町
が
酒
造
施

設
を
建
設
し
、
運
営
会
社
を
公
募
。
そ

の
呼
び
か
け
に
応
え
た
の
が
、
岐
阜
県

の
老
舗
蔵
元
、
三
千
櫻
酒
造
だ
っ
た
。

　

１
８
７
７
年
（
明
治
10
）
創
業
の
三
千

櫻
酒
造
は
、
家
族
経
営
の
小
規
模
な
酒

蔵
な
が
ら
、
一
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
岐

阜
の
中
津
川
で
地
酒
「
三
千
櫻
」
を
つ

く
り
つ
づ
け
て
き
た
。
今
回
、
慣
れ
親

し
ん
だ
故
郷
を
離
れ
、
蔵
人
や
そ
の
家

族
を
連
れ
て
遠
い
東
川
へ
蔵
ご
と
移
転

す
る
と
い
う
大
胆
な
決
断
を
し
た
背
景

に
つ
い
て
、
自
ら
杜
氏
も
務
め
る
六
代

目
社
長
の
山
田
耕
司
さ
ん
は
次
の
よ
う

に
語
る
。

「
創
業
以
来
使
っ
て
き
た
土
蔵
は
老
朽

化
が
激
し
く
、
改
修
も
で
き
な
い
状
況

で
し
た
。
一
方
で
温
暖
化
に
よ
り
、
岐

阜
の
地
で
安
定
し
た
酒
を
つ
く
る
こ
と

は
年
々
難
し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
１

０
０
年
先
ま
で
三
千
櫻
を
残
し
伝
え
る

た
め
、
考
え
抜
い
て
選
ん
だ
の
が
『
移

転
』
と
い
う
道
で
し
た
」

　

す
で
に
数
年
前
か
ら
、
移
転
先
の
候

補
地
を
探
し
て
北
海
道
の
各
地
を
回
っ

て
い
た
山
田
さ
ん
。
東
川
町
の
取
り
組

み
を
知
る
と
現
地
を
訪
れ
、
す
ぐ
に
心

岐
阜
の
杜
氏
が
惚
れ
た

東
川
の「
水
」と「
人
」

岐
阜
県
中
津
川
市
で
１
４
３
年
続
い
た
蔵
元
「
三み

ち
ざ
く
ら

千
櫻
酒
造
」

が
東
川
町
に
移
転
を
決
め
話
題
と
な
っ
た
。
杜
氏
を
兼
ね
る
社

長
の
山
田
耕
司
さ
ん
は
「
水
や
米
、
気
温
な
ど
環
境
が
抜
群
」

と
東
川
町
に
惚
れ
込
み
、
職
人
全
員
で
移
住
を
決
断
。
い
よ
い

よ
日
本
酒
の
仕
込
み
が
始
ま
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
立
ち
会
っ
た
。

【産業づくり】

36水の文化 67号　特集　みずからつくるまち



234
1この日は町外の酒米を用いての試運転だったが、北の大地で始まった酒造りに杜氏たちの顔もほころぶ。酒造りには地下60ｍか
ら汲み上げた水を用いる 2蒸した酒米を麹室（こうじむろ）に運び込み、種麹（たねこうじ）を振りかける 3東川町への移転につい
て語る三千櫻酒造六代目の山田耕司さん 4竣工間もない酒造施設。東川町が建て、三千櫻酒造が酒造りを行なう新しい拠点

を
決
め
た
。

「
い
い
水
と
米
に
恵
ま
れ
、
寒
冷
な
気

候
も
酒
造
り
に
最
適
で
し
た
。
何
よ
り

役
場
や
町
の
人
た
ち
の
熱
意
、
行
動
力

が
他
所
と
は
ま
る
で
違
う
。
ぜ
ひ
こ
こ

で
一
緒
に
酒
を
つ
く
り
た
い
と
強
く
思

い
ま
し
た
」

　

あ
る
夜
、
松
岡
町
長
と
の
雑
談
の
な

か
で
企
画
の
話
が
出
る
と
、
町
長
が
そ

の
場
で
決
定
。
翌
朝
、
役
場
の
課
長
職

全
員
に
メ
ー
ル
で
周
知
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
そ
の
ス
ピ
ー
ド
感
に
驚

い
た
と
い
う
。

水
が
変
わ
っ
て
も

つ
く
る
酒
は
三
千
櫻

　

た
だ
し
、
い
い
水
が
あ
れ
ば
い
い
酒

が
で
き
る
と
い
っ
た
単
純
な
話
で
は
な

い
と
山
田
さ
ん
は
言
う
。
酒
造
り
で
重

要
と
な
る
の
が
水
の
硬
度
。
硬
度
が
高

い
ほ
ど
水
中
の
ミ
ネ
ラ
ル
が
多
く
、
酵

母
が
活
性
化
し
発
酵
が
進
み
や
す
い
。

「
中
津
川
の
水
は
硬
度
８
の
超
軟
水
で
、

醸
造
に
時
間
が
か
か
り
ア
ル
コ
ー
ル
度

も
上
が
り
ま
せ
ん
。
で
も
そ
れ
が
、
割

り
水
な
し
の
原
酒
で
飲
め
る
酒
と
い
う

三
千
櫻
の
方
針
に
は
合
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
東
川
の
水
は
硬
度
60
～
80
、

中
津
川
の
10
倍
の
硬
水
で
す
。
当
然
、

同
じ
製
法
で
は
ア
ル
コ
ー
ル
が
強
く
出

る
は
ず
な
の
で
、
仕
込
み
の
配
合
な
ど

設
計
を
変
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

水
や
場
所
が
変
わ
っ
て
も
、
私
た
ち
が

つ
く
る
の
は
あ
く
ま
で
三
千
櫻
な
の
で

す
」

　

山
田
さ
ん
は
数
年
前
に
、
メ
キ
シ
コ

で
日
本
酒
づ
く
り
の
指
導
を
し
た
。
メ

キ
シ
コ
の
水
は
、
日
本
に
は
な
い
硬
度

２
３
０
の
超
硬
水
。
そ
れ
で
も
発
酵
を

抑
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
講
じ
て
、

中
南
米
初
と
な
る
現
地
生
産
の
本
格
的

日
本
酒
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
成
功
し

た
。
そ
の
時
の
経
験
が
、
ど
ん
な
条
件

の
も
と
で
も
い
い
酒
は
つ
く
れ
る
と
い

う
自
信
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
水
は
酒
の
命
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
、

同
じ
水
を
使
っ
て
も
、
う
ま
い
酒
も
あ

れ
ば
ま
ず
い
酒
も
あ
る
。
結
局
、
ど
れ

だ
け
い
い
酒
を
つ
く
り
た
い
か
と
い
う
、

人
の
思
い
の
強
さ
が
一
番
大
事
な
ん
で

す
」真

に
東
川
の
地
酒
と

な
る
た
め
に
は

　

取
材
当
日
、
ち
ょ
う
ど
製
造
設
備
の

試
運
転
を
し
て
い
た
。「
い
よ
い
よ
明
日

か
ら
、
東
川
の
米
で
初
の
仕
込
み
が
始

ま
り
ま
す
」
と
山
田
さ
ん
。
こ
れ
か
ら
、

東
川
や
道
内
産
の
酒
米
を
中
心
に
各
地

の
米
を
組
み
合
わ
せ
て
、
新
生
三
千
櫻

の
味
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
と
い
う
。

「
例
え
ば
、
ワ
イ
ン
は
そ
の
土
地
で
採

れ
た
ブ
ド
ウ
を
そ
の
場
所
で
加
工
す
る

と
い
う
意
味
で
農
業
の
延
長
。
で
も
日

本
酒
の
場
合
、
原
料
の
米
は
ど
こ
か
ら

で
も
持
っ
て
こ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
工
業

製
品
に
近
い
の
で
す
。
そ
れ
が
日
本
酒

の
自
由
度
で
あ
り
お
も
し
ろ
さ
だ
か
ら
、

地
元
産
の
米
だ
け
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は

な
い
で
す
」

　

そ
れ
で
は
、
地
酒
を
地
酒
た

ら
し
め
る
も
の
は
な
ん
な

の
か
。
そ
れ
は
、「
動
か

す
こ
と
の
で
き
な
い

水
と
人
」
だ
と
山
田

さ
ん
は
言
う
。

「
い
ず
れ
は
、
東
川

で
生
ま
れ
育
っ
た
人

に
、
こ
の
蔵
を
継
い
で

も
ら
う
の
が
私
た
ち
の
使

命
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
の
技
術
や
経
験
は
惜
し
み
な

く
伝
え
て
い
き
た
い
。
東
川
の
人
が
東

川
の
水
で
つ
く
っ
た
酒
こ
そ
、
初
め
て

本
当
の
意
味
で
の
東
川
の
地
酒
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

年
明
け
に
は
、
こ
の
蔵
で
つ
く
ら
れ

た
初
め
て
の
三
千
櫻
が
で
き
あ
が
る
。

こ
れ
か
ら
１
０
０
年
先
ま
で
、
三
千
櫻

が
東
川
の
地
酒
と
し
て
人
々
か
ら
愛
さ

れ
る
よ
う
、
三
千
櫻
酒
造
は
東
川
の
人

た
ち
と
と
も
に
、
ゆ
っ
く
り
と
こ
の
地

で
酒
を
育
て
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

（
２
０
２
０
年
11
月
12
日
取
材
）

【産業づくり】

37 岐阜の杜氏が惚れた東川の「水」と「人」



一般社団法人 大雪カムイミン
タラDMOの小原弘慎さん

旭川市

東神楽町

当麻町
比布町 愛別町

上川町

東川町
美瑛町

大雪山

石狩川

天塩川

十勝川

旭川市

東神楽町

当麻町
比布町 愛別町

上川町

東川町
美瑛町

大雪山

石狩川

天塩川

十勝川

旭川市

東神楽町

当麻町
比布町 愛別町

上川町

東川町
美瑛町

（注）DMO
Destination Management/Marketing Organizationの略称
で、観光地域づくり法人のこと。その地域の自然や食、芸能、風習
などの観光資源を活かし、地域とともに観光地域づくりを行なう。

東
川
町
は
大
雪
山
の

ベ
ー
ス
タ
ウ
ン

―
―
カ
ム
イ
ミ
ン
タ
ラ
Ｄ
Ｍ
Ｏ
（
注
）
の

概
要
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

私
た
ち
は
地
域
の
魅
力
を
引
き
出
し
、

外
か
ら
人
を
呼
び
込
む
た
め
の
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
や
事
業
の
企
画
・
実
行
、
ま

た
は
地
域
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
や
団

体
、
人
材
を
調
整
す
る
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
。
立
ち
上
げ
て
約
３
年
が
経
過

し
ま
し
た
。
組
織
の
構
成
員
は
、
行
政

や
銀
行
か
ら
の
出
向
者
、
そ
し
て
生
え

抜
き
の
職
員
。
私
は
東
川
町
と
接
す
る

東
神
楽
町
の
出
身
で
、
旭
川
市
役
所
か

ら
の
出
向
で
す
。

　

私
た
ち
が
管
轄
す
る
の
は
、
旭
川
市
、

鷹た
か

栖す

町ち
ょ
う、

東
神
楽
町
、
当と

う

麻ま

町ち
ょ
う、

比ぴ
っ
ぷ布

町ち
ょ
う、

愛あ
い

別べ
つ

町ち
ょ
う、

上か
み

川か
わ

町ち
ょ
う、

東
川
町
の
１

市
７
町
か
ら
な
る
「
大た
い

雪せ
つ

エ
リ
ア
」。

大
雪
山
国
立
公
園
を
核
と
す
る
こ
の
圏

域
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
「
神
々
の
遊

ぶ
庭
＝
カ
ム
イ
ミ
ン
タ
ラ
」
と
呼
ん
だ

場
所
な
の
で
す
。

―
―
大
雪
エ
リ
ア
で
東
川
町
は
ど
の
よ

う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
す
か
。

　

東
川
町
は
上
川
町
と
と
も
に
大
雪
山

国
立
公
園
を
ま
た
ぐ
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

大
雪
山
の
最
高
峰
「
旭
岳
」
は
東
川
の

町
域
で
す
の
で
、
い
わ
ば
大
雪
山
の
ベ

ー
ス
タ
ウ
ン
的
な
存
在
で
す
。

　

そ
し
て
、
東
川
町
に
は
「
こ
の
自
然

の
な
か
で
暮
ら
し
た
い
」「
ス
キ
ー
や
登

山
な
ど
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
ツ
ア
ー
を

生
業
と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
」「
こ
の

自
然
が
生
む
水
や
農
作
物
を
用
い
た
飲

食
店
や
食
品
加
工
で
暮
ら
し
た
い
」
と

い
う
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
し

か
も
、
そ
の
人
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
地

域
か
ら
や
っ
て
く
る
。
ほ
か
の
地
域
も

し
っ
か
り
見
た
う
え
で
大
雪
山
の
魅
力

に
惹
か
れ
て
こ
の
地
に
住
み
着
い
て
い

る
の
で
す
。

「
こ
の
地
域
に
は
こ
ん
な
魅
力
が
あ
り

ま
す
よ
」
と
私
た
ち
が
逆
に
教
え
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
東
川

町
は
ツ
ア
ー
の
メ
ニ
ュ
ー
づ
く
り
や
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
面
で
一
緒
に
活

動
し
や
す
い
地
域
で
す
。

一本芯が
通っている町
――周辺から見た東川の評価

こ
こ
ま
で
は
東
川
町
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
に
話
を
聞
い
て
き
た
。

で
は
、
周
辺
地
域
に
住
む
人
た
ち
は
、
東
川
町
を
ど
の
よ
う
な
目

で
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
隣
接
す
る
東ひ
が
し
か
ぐ
ら
ち
ょ
う

神
楽
町
で
生
ま
れ
育
ち
、

今
は
旭
川
市
に
あ
る
一
般
社
団
法
人
大
雪
カ
ム
イ
ミ
ン
タ
ラ
Ｄ
Ｍ
Ｏ

に
勤
め
る
小お

原ば
ら

弘ひ
ろ

慎み
つ

さ
ん
に
、
東
川
町
の
ま
ち
づ
く
り
や
こ
の
圏

域
に
お
け
る
存
在
感
な
ど
を
語
っ
て
も
ら
っ
た
。

【周辺地域】
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1紅葉が美しい秋の旭岳。北海道でもっと
も高い山で「日本の百名山」にも選ばれて
いる 2旭岳の山頂付近をトレッキングする
人たち。標高1600m地点までロープウエイ
が通じているため、比較的気軽に楽しめる 
3東川町の森のなかを走るロードレーサー。
タイムではなく健康促進を目的とするイベ
ント「キトウシ国際サイクリング」も2018
年に始まった　提供：東川町 1

2

3

新
し
い
こ
と
に

力
を
割
い
て
い
る

―
―
「
写
真
の
町
」
宣
言
や
投
資
型
の

ま
ち
づ
く
り
で
注
目
さ
れ
る
東
川
町
を

ど
う
見
て
い
ま
す
か
？

　

自
分
た
ち
の
町
を
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
、

新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
を
打
ち
出
す
と
こ

ろ
な
ど
、
す
べ
て
の
面
で
一
本
芯
が
通

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

次
々
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
展
開
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、「
写
真
の

町
」
を
言
い
出
し
た
の
は
35
年
も
前
の

こ
と
で
す
。
そ
れ
以
来
、
何
を
言
わ
れ

て
も
「
う
ち
は
こ
う
い
う
町
で
す
」
と

ブ
レ
ま
せ
ん
。
小
さ
な
施
策
の
積
み
重

ね
で
認
知
度
が
高
ま
っ
た
の
は
、
今
ま

さ
に
昔
か
ら
の
取
り
組
み
が
結
実
し
つ

つ
あ
る
か
ら
で
す
。

―
―
さ
ま
ざ
ま
な
種
ま
き
と
辛
抱
が
花

開
い
た
と
見
て
い
い
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
の
通
り
で
す
。
物
心
つ
い
た
こ
ろ

か
ら
東
川
町
を
見
て
い
ま
す
が
、
最
初

に
走
り
は
じ
め
た
人
た
ち
の
跡
を
継
い

で
、
途
切
れ
ず
タ
ス
キ
を
つ
な
い
で
き

た
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
は
松

岡
町
長
を
含
む
行
政
の
人
間
に
限
っ
た

話
で
は
な
く
、
信
念
を
貫
く
力
の
あ
る

人
が
事
業
者
や
住
民
の
な
か
に
何
人
も

い
ま
す
。

―
―
取
材
時
に
、
役
場
の
人
た
ち
が
楽

し
そ
う
に
、
で
も
夜
遅
く
ま
で
働
い
て

い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

　

東
川
町
は
企
画
を
立
て
た
り
、
新
し

い
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
に
比
較
的
時

間
や
能
力
を
割
い
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

新
旧
の
住
民
同
士
が

混
ざ
り
合
う
構
造

―
―
旭
川
市
の
職
員
の
立
場
で
東
川
町

を
ラ
イ
バ
ル
視
し
ま
す
か
？

　

敵
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
人
口
33

万
人
の
旭
川
市
と
い
う
都
市
基
盤
の
う

え
に
、
農
業
一
本
で
突
き
進
む
町
、
あ

る
い
は
林
業
が
強
い
町
と
い
っ
た
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
45

万
～
50
万
人
が
こ
の
圏
域
で
暮
ら
し
て

い
る
の
で
す
。
自
治
体
の
職
員
は
別
に

し
て
、
住
民
が
「
こ
こ
ま
で
は
東
川
町
、

こ
こ
か
ら
は
旭
川
市
」
と
意
識
す
る
こ

と
は
ほ
ぼ
な
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
旭
川
市
が
隣
に
あ
る
の
は
、
東
川

町
の
住
民
に
と
っ
て
心
強
い
そ
う
で
す
。

　

旭
川
市
は
、
こ
の
圏
域
に
お
け
る
都

市
基
盤
の
中
核
を
担
っ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
医
療
に
関
し
て
は
道
北
圏
を
網

羅
し
て
い
ま
す
。
利
尻
島
や
稚
内
の
重

症
患
者
は
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
で
旭
川
市
に

搬
送
し
ま
す
。
古
く
か
ら
国
防
の
拠
点

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
自
衛
隊
も
あ
り
ま

す
。
旭
川
市
は
、
福
祉
や
消
防
、
ご
み

処
理
、
上
下
水
道
な
ど
「
圏
域
全
体
の

発
展
」
を
意
識
す
る
職
員
が
多
い
と
思

い
ま
す
。

―
―
東
川
町
に
期
待
す
る
こ
と
は
？

　

今
の
ま
ま
で
よ
い
と
思
い
ま
す
。
人

口
も
暮
ら
し
や
す
さ
を
維
持
で
き
る
よ

う
に
考
え
て
い
ま
す
し
、
観
光
客
も
オ

ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
な
ら
な
い
よ
う

今
の
水
準
を
保
つ
こ
と
を
意
識
し
て
い

る
よ
う
で
す
。

　

外
か
ら
来
た
人
と
元
々
住

ん
で
い
た
人
と
の
関
係
性
と

い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
地
域

で
も
難
し
い
面
が
あ
る
も
の

で
す
が
、
東
川
町
の
場
合
は

比
較
的
う
ま
く
混
ざ
り
合
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

利
便
性
の
高
い
市
街
地
に
住

む
人
、
自
然
の
な
か
に
住
む

人
、
暮
ら
し
方
は
さ
ま
ざ
ま

で
す
が
、
昔
か
ら
住
ん
で
い

る
人
と
移
住
し
て
き
た
人
と

の
住
み
分
け
も
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。
豊
か
な
自
然
と
あ
る
程
度
の

利
便
性
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
町
の
構

成
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
Ｄ
Ｍ
Ｏ
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
。

　

ぜ
ひ
真
夏
の
暑
い
時
期
、
も
し
く
は

厳
寒
期
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
特
に
２

月
は
空
気
が
き
れ
い
で
す
。
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
ダ
ス
ト
が
普
通
に
見
ら
れ
ま
す
し
、

「
マ
イ
ナ
ス
25
℃
」
を
体
感
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
よ
。

（
２
０
２
０
年
12
月
25
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

【周辺地域】 
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「
？
」ば
か
り
の

初
訪
問
ノ
ー
ト

　

適
切
な
た
と
え
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
東
川
町
は
「
重
箱
に
入
っ
た

お
せ
ち
料
理
」
の
よ
う
な
町
だ
。
パ
ッ

と
見
た
だ
け
で
は
何
が
ど
う
す
ご
い
の

か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ざ
蓋
を
開

け
て
み
る
と
、
伊
達
巻
、
い
く
ら
、
か

ま
ぼ
こ
と
い
っ
た
色
と
り
ど
り
の
料
理

（
取
り
組
み
）
が
ぎ
ゅ
っ
と
詰
ま
っ
て
い

る
。
し
か
も
重
箱
の
ご
と
く
重
層
的
に
。

「
こ
ん
な
時
代
に
人
口
が
増
え
て
い

る
？
」
「
お
し
ゃ
れ
な
カ
フ
ェ
が
あ
ち

こ
ち
に
あ
る
っ
て
」
「
地
下
水
だ
け
で

暮
ら
し
て
い
る
ら
し
い
」
「
写
真
に
力

を
入
れ
て
い
る
ん
だ
っ
て
」
。
そ
ん
な

評
判
だ
け
を
耳
に
し
て
東
川
町
へ
行
く

と
面
食
ら
う
。
企
画
段
階
の
リ
サ
ー
チ

で
訪
ね
た
と
き
が
そ
う
だ
っ
た
。

　

旭
川
空
港
か
ら
レ
ン
タ
カ
ー
に
乗
っ

て
10
分
ほ
ど
で
東
川
町
に
着
く
。
中
心

市
街
地
を
目
指
し
て
東
に
向
か
う
。
少

し
店
が
出
て
き
た
な
と
思
っ
た
ら
、
す

ぐ
町
は
ず
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
Ｕ

タ
ー
ン
し
て
道
の
駅
ひ
が
し
か
わ
「
道

草
館
」
へ
。
店
内
は
賑
わ
っ
て
い
た
が
、

外
に
出
る
と
中
心
部
な
の
に
人
影
が
あ

ま
り
な
い
。
カ
フ
ェ
は
１
軒
１
軒
が
離

れ
て
い
る
し
、
地
下
水
は
見
え
ず
、
カ

メ
ラ
を
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
人
も
い
な
い
。

初
め
て
東
川
町
を
訪
ね
た
そ
の
日
の
記

録
ノ
ー
ト
は
「
？
」
で
埋
ま
っ
た
。

自
分
の
言
葉
で
話
す

自
治
体
職
員

　

こ
の
町
は
ち
ょ
っ
と
違
う
―
―
そ
う

思
っ
た
の
は
２
日
目
だ
。
施
策
に
つ
い

て
聞
く
た
め
に
東
川
町
役
場
を
訪
ね
、

税
務
定
住
課
の
吉
原
敬
晴
さ
ん
、
産
業

振
興
課
の
朝
倉
祥
貴
さ
ん
、
企
画
総
務

課
の
竹
田
慶
介
さ
ん
と
お
会
い
し
た
。

　

実
は
、
初
日
に
公
園
で
犬
と
遊
ん
で

い
た
男
性
か
ら
「
中
心
市
街
地
か
ら
遠

い
宅
地
に
は
ま
だ
ま
だ
空
き
が
あ
る
」

と
い
う
情
報
を
得
て
い
た
。
人
口
が
増

え
て
い
る
な
ら
宅
地
が
が
ら
空
き
な
の

は
お
か
し
い
。
そ
う
疑
問
を
ぶ
つ
け
る

と
、
「
空
い
て
い
て
い
い
ん
で
す
。
新

し
い
人
た
ち
が
一
気
に
入
る
と
、
み
ん

な
揃
っ
て
歳
を
と
る
の
で
バ
ラ
ン
ス
が

悪
い
。
ぽ
つ
ぽ
つ
売
れ
れ
ば
十
分
で

す
」
と
吉
原
さ
ん
は
笑
っ
た
。

　

中
心
市
街
地
な
ら
す
ぐ
に
買
い
手
が

つ
く
の
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
町
内
４

つ
の
小
学
校
の
児
童
数
が
偏
ら
な
い
よ

う
に
宅
地
造
成
を
行
な
っ
て
い
る
と
明

か
す
。
そ
し
て
、
こ
ち
ら
の
し
つ
こ
い

質
問
に
も
「
私
は
こ
う
思
う
」
と
、
誰

の
顔
色
も
窺
わ
ず
即
答
す
る
こ
と
に
も

驚
い
た
。
３
人
と
も
だ
。
こ
う
い
う

人
々
が
住
む
東
川
町
に
俄
然
興
味
が
湧

い
た
。

　

ま
ず
は
開
拓
以
来
の
歴
史
を
『
東
川

町
史
』（
１
９
７
５
）
と
『
東
川
町
史 

第

二
巻
』（
１
９
９
５
）
か
ら
振
り
返
り
た
い
。

米
づ
く
り
専
門
の

純
農
村
と
し
て

　

東
川
町
の
入
植
開
始
は
１
８
９
５
年

（
明
治
28
）。
屯
田
移
住
で
は
な
く
、
民

間
植
民
移
住
だ
っ
た
。
香
川
団
体
30
戸
、

富
山
団
体
20
戸
、
愛
知
団
体
14
戸
、
徳

島
団
体
８
戸
な
ど
が
入
地
。
１
８
９
７

年
（
明
治
30
）
12
月
、
旭
川
村
か
ら
分
轄

し
て
東
川
村
が
設
け
ら
れ
た
。

「
古
老
の
昔
話
」
と
し
て
佐
々
木
戌も
り

秀ひ
で

さ
ん
は
こ
う
語
る
。

「
入
植
当
時
に
も
っ
と
も
困
っ
た
こ
と

は
食
料
が
な
い
こ
と
。
ヒ
エ
や
ア
ワ
を

食
べ
て
、
コ
メ
は
ぜ
い
た
く
品
だ
っ
た
。

（
中
略
）
熊
も
恐
ろ
し
か
っ
た
が
、
道
路

を
つ
け
に
来
て
い
る
囚
人
の
方
が
怖
か

っ
た
。
看
守
が
何
人
も
殺
さ
れ
た
り
、

民
家
に
入
っ
て
き
た
り
し
た
の
で
、
入

植
者
が
鉄
砲
を
も
っ
て
自
衛

4

4

4

4

4

4

4

4

し
た
こ
と

も
あ
る
」

　

分
割
新
設
当
時
の
東
川
村
は
主
に
畑

作
だ
っ
た
。
北
海
道
の
北
限
に
近
い
上

川
地
方
に
稲
作
は
適
さ
な
い
と
さ
れ
て

い
た
か
ら
だ
が
、
頼
み
の
綱
の
畑
は
連

作
障
害
に
よ
っ
て
虫
害
、
霜
害
な
ど
が

起
き
、
転
出
す
る
農
家
が
相
次
ぐ
。
た

ま
た
ま
東
旭
川
村
（
当
時
）
と
村
内
の

富
山
団
体
が
水
田
試
作
に
成
功
し
、
稲

作
地
帯
へ
の
道
が
開
け
た
。

　

１
０
０
年
前
の
第
１
回
国
勢
調
査

北
の
大
地
の
小
さ
な
町
で

「
未
来
への
開
拓
」進
む

【文化をつくる】

40水の文化 67号　特集　みずからつくるまち

編
集
部



西暦 和暦 出来事

1895 明治28 殖民地貸付始まる。香川、富山、愛知、徳島県人などが入植。戸数80戸、
人口472人

1897 明治30 旭川村から分轄して「東川村」が新設
1899 明治32 東川小学校開設
1903 明治36 東川村土功組合設立
1909 明治42 独立した二級町村「東川村」となる
1912 大正元 農家戸数が1268戸。本質的な農村へ
1927 昭和2 旭川電気軌道（電車）開通
1934 昭和9 大雪山一円が国立公園に指定される
1943 昭和18 水温上昇施設（遊水地）着工
1947 昭和22 大洪水で開村以来の大被害となる
1948 昭和23 東川村農業協同組合が発足
1959 昭和34 町制施行で「東川町」に
1968 昭和43 旭岳ロープウェイが全線開通
1970 昭和45 米過剰による生産調整始まる
1972 昭和47 旭川電気軌道（電車）が廃止
1975 昭和50 農村総合整備モデル事業、道営水質障害対策事業に着手
1979 昭和54 北海道神宮の神饌米指定を受ける
1982 昭和57 開拓記念「羽衣公園」、郷土館オープン
1985 昭和60 「写真の町」宣言を行なう。第１回東川町国際写真フェスティバルなど開催
1987 昭和62 木彫看板第１号製作（東川町商工会議所青年部）

1994 平成6
第１回全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園」開催
人口が7000人を下回る（3月末）
「東川町開拓100年記念式典」開かれる

2002 平成14 「美しい東川の風景を守り育てる条例」制定

2003 平成15
町の合併問題検討委員会が答申。賛否割れ、両論併記
町長選で松岡市郎氏が初当選
移住・定住支援策を拡充。アパート新築助成や起業時最大100万円など

2004 平成16
幼児センターが幼保一元化特区に
「大雪旭岳源水公園」がオープン

2005 平成17 東川町が景観法により定義される景観行政団体となる

2006 平成18
「グリーンヴィレッジ東川」分譲開始
「君の椅子」初めての贈呈式

2007 平成19
忠別ダム竣工式が行なわれる
JAひがしかわが水稲種籾の温湯殺菌消毒施設を導入

2008 平成20
機構改革で「写真の町課」を新設
「写真の町」ひがしかわ株主制度がスタート

2010 平成22 第2回地下水サミットを東川町で開催。11自治体が参加

2011 平成23
地下水の大量取水を条例で制限。ニセコ町に次ぐ道内２例目
不妊治療費の自己負担分を町が全額助成

2012 平成24 「東川米」が道産米として初の地域団体商標登録

2013 平成25
「大雪旭岳源水」のボトリング工場が稼働開始
「大雪旭岳源水」が地域団体商標登録。飲料水の地域ブランドは全国初
「ひがしかわ写真少年団」発足。初の撮影会

2014 平成26
旭川福祉専門学校の日本語学科で授業開始
「写真文化首都」宣言を行なう
42年ぶりに人口が8000人台に回復

2015 平成27 写真甲子園の海外版「高校生国際交流フェスティバル」スタート

2018 平成30 町内の幼・小・中・高校で異文化理解を深める新教科「Globe（グローブ）」
の授業開始

2020 令和2 岐阜県から三千櫻酒造が移転。日本でも珍しい公設民営型の酒蔵誕生

■東川町略年表

樹林地を鋸や斧で伐木する開拓民　提供：東川町

参考文献：『東川町史』（1975）、『東川町史 第二巻』（1995）、
『東川町史 第３巻』Web版（2020）

（
調
査
日
＝
１
９
２
０
年
10
月
１
日
）
は
１
３

６
０
戸
、
８
０
０
９
人
。
戸
数
は
約
３

分
の
１
だ
が
、
人
口
は
今
と
ほ
ぼ
同
じ
。

１
９
３
８
年
（
昭
和
13
）
の
村
勢
要
覧
で

は
、
総
戸
数
１
３
８
８
戸
の
う
ち
約
78

％
が
農
家
だ
。
戦
後
、
過
疎
対
策
を
兼

ね
て
企
業
誘
致
に
乗
り
出
し
、
旭
川
木

工
団
地
東
川
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
誘
致
す

る
が
、
基
本
的
に
は
忠
別
川
の
水
を
簡

易
的
に
導
水
し
、
施
設
費
や
維
持
費
を

少
額
に
抑
え
て
水
田
経
営
を
続
け
る
純

農
村
だ
っ
た
。

議
論
し
決
め
た
ら
即
行
動

そ
の
共
通
基
盤
は
？

　

東
川
町
は
水
に
恵
ま
れ
て
い
た
う
え
、

１
９
０
３
年
（
明
治
36
）
に
東
川
村
土
功

組
合
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
水
争

い
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
忠
別
川
と

倉
沼
川
は
頻
繁
に
氾
濫
し
た
。
戦
時
中

に
国
策
と
し
て
建
設
さ
れ
た
水
力
発
電

所
か
ら
流
れ
る
冷
た
い
水
で
冷
害
に
見

舞
わ
れ
た
こ
と
は
何
度
も
あ
る
（
そ
の

後
、
水
を
温
め
る
た
め
の
遊
水
地
を
整
備
）。

　

高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
中
心
市
街

地
の
人
口
が
増
え
た
影
響
で
生
活
汚
水

が
農
業
用
水
路
に
流
れ
込
み
、
農
業
用

水
路
下
流
の
水
田
に
被
害
が
出
た
。
そ

こ
で
興
味
深
い
の
は
、
全
道
町
村
に
先

4

4

4

4

4

4

駆
け
て

4

4

4

東
川
町
が
１
９
７
５
年
（
昭
和

50
）
に
道
営
水
質
障
害
対
策
事
業
と
、

農
村
総
合
整
備
モ
デ
ル
事
業
の
集
落
排

水
事
業
を
採
択
し
、
用
排
水
路
を
分
離
、

汚
水
浄
化
処
理
施
設
を
速
や
か
に
設
け

よ
う
と
動
い
た
こ
と
だ
。

　

純
農
村
で
飲
み
水
を
地
下
水
に
頼
る

東
川
町
で
土
と
水
は
生
命
線
。
だ
か
ら

そ
れ
を
脅
か
す
こ
と
が
あ
れ
ば
自
分
た

ち
で
動
き
、
す
ぐ
に
解
決
す
る
。
社
会

学
者
の
山
下
祐
介
さ
ん
は
『
限
界
集
落

の
真
実
』（
筑
摩
書
房 

２
０
１
２
）
で
「
古

く
か
ら
続
く
村
落
型
（
農
山
漁
村
）
と
開

拓
村
型
は
、
農
地
や
山
林
、
村
の
文
化

な
ど
継
承
す
べ
き
も
の
が
あ
る
分
、
議

論
は
し
や
す
い
」
と
記
す
が
、
東
川
町

の
継
承
す
べ
き
も
の
は
土
と
水
な
の
か
。

　

も
ち
ろ
ん
全
国
の
稲
作
主
体
の
農
村

は
ど
こ
も
そ
う
だ
が
、
決
定
的
な
違
い

は
「
町
民
全
員
が
地
下
水
で
暮
ら
し
て

い
る
」
と
い
う
点
。
昔
は
井
戸
、
今
は

電
動
ポ
ン
プ
で
地
上
か
ら
は
見
え
な
い

水
を
飲
む
。
そ
れ
は
公
が
保
障
し
な
い

自
己
責
任
の
行
為
な
の
で
、
一
人
ひ
と

り
が
規
範
を
守
り
、
水
源
な
ど
に
お
か

し
な
こ
と
が
な
い
か
目
を
配
る
。
そ
れ

が
連
帯
感
を
生
み
、
自
分
た
ち
の
土
地

の
課
題
に
関
心
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。

住
み
た
い
と
望
む
人
を

受
け
入
れ
る
た
め
に

　

今
、
都
市
部
か
ら
地
方
へ
の
移
住
が

注
目
さ
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ふ
る

さ
と
回
帰
支
援
セ
ン
タ
ー
（
東
京
）
の
発

表
に
よ
る
と
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
２
０

１
９
年
で
も
相
談
件
数
は
前
年
比
約
20

％
増
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
が
実
を
結

41 北の大地の小さな町で「未来への開拓」進む



昼夜間人口比率とは夜間人口100人
当たりの昼間人口割合で、100を超える
と他の市町村から通勤・通学などで人が
集まっているといえる。
東川町は昼間人口が夜間人口を上回
る。町外からの通勤・通学者が多いこと
がわかる。上川町は層雲峡温泉など有
名な観光地を抱えるため、観光産業従
事者が多いと思われる。
出典：平成27年国勢調査「従業地・通
学地集計　従業地・通学地による人
口・就業状態等集計」（総務省統計局）

■東川町周辺自治体の夜間人口と昼間人口

夜間人口 昼間人口 昼夜間人口比率

旭川市 339605 341732 100.6 

鷹栖町 7018 6136 87.4 

東神楽町 10233 8408 82.2 

当麻町 6689 6052 90.5 

比布町 3777 3362 89.0 

愛別町 2976 2948 99.1 

上川町 4044 4293 106.2 

東川町 8111 8201 101.1 

美瑛町 10292 10206 99.2 

び
、
外
か
ら
人
を
引
き
入
れ
る
こ
と
に

成
功
し
た
東
川
町
に
と
っ
て
、
さ
ら
な

る
人
口
増
が
望
め
る
チ
ャ
ン
ス
と
普
通

は
考
え
る
が
、
宅
地
造
成
の
件
で
も
わ

か
る
よ
う
に
、
む
や
み
に
人
を
呼
び
込

も
う
と
は
し
て
い
な
い
。

　

お
か
し
な
こ
と
を
す
る
人
間
は
一
定

程
度
い
る
の
で
、
地
下
水
で
つ
な
が
っ

て
い
る
町
に
そ
ん
な
人
が
も
し
も
入
っ

て
き
た
ら
自
分
た
ち
の
生
活
が
乱
れ
て

し
ま
う
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
の
予
防

線
を
張
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

店
舗
に
関
し
て
は
概
論
で
鈴
木
輝
隆

さ
ん
が
語
っ
た
よ
う
に
、
空
き
店
舗
は

町
が
あ
る
程
度
管
理
し
、
見
込
ん
だ
人

に
貸
す
こ
と
も
あ
る
。
一
軒
家
を
建
て

て
移
り
住
も
う
と
す
る
人
に
は
「
東
川

風
住
宅
設
計
指
針
」
を
示
す
。
こ
れ
は

景
観
と
街
並
み
を
つ
く
る
た
め
の
協
力

を
求
め
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
東
川
町

の
価
値
観
や
哲
学
を
提
示
し
「
う
ち
の

町
は
こ
う
い
う
町
で
す
が
、
そ
れ
で
も

住
み
ま
す
か
？
」
と
一
種
の

選
択
を
迫
っ
て
い
る
と
見
え

な
く
も
な
い
。
賛
同
で
き
る

人
な
ら
ば
、
移
り
住
ん
で
も

き
っ
と
お
か
し
な
こ
と
に
は

な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

２
０
１
４
年
か
ら
始
ま
っ

た
「
地
方
創
生
」
は
、
東
京

一
極
集
中
の
是
正
と
地
方
の

担
い
手
不
足
に
対
処
す
る
も

の
だ
。「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
本
部
」
の
Ｈ
Ｐ
に

「
地
方
創
生
関
係
交
付
金
は
、

自
治
体
の
自
主
的
・
主
体
的

な
取
り
組
み
で
、
先
導
的
な

も
の
を
支
援
」
と
あ
る
。
東

川
町
は
自
分
た
ち
に
必
要
な

人
材
や
施
策
が
わ
か
っ
て
い

る
の
で
「
ほ
ん
と
う
に
必
要

な
ら
ば
遠
慮
は
い
ら
な
い
」

と
事
業
費
を
加
減
せ
ず
申
請

す
る
。
そ
の
結
果
、
道
内
で

は
札
幌
市
に
次
ぐ
規
模
の
交

付
金
を
獲
得
し
た
と
さ
れ
る
。

硬
化
し
た
今
の
社
会
を

揺
さ
ぶ
る
辺
境
の
町

　

こ
う
書
く
と
、
東
川
町
は
深
謀
遠
慮

な
人
の
集
ま
り
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

実
態
は
ま
る
で
違
う
。
写
真
通
り
に
お

お
ら
か
で
友
好
的
な
、
ま
た
会
い
た
い

と
思
う
よ
う
な
人
ば
か
り
で
あ
る
。

「
東
川
町
は
わ
か
り
に
く
い
」
と
冒
頭

に
記
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
ち
ら
が
古
い

考
え
に
捉
わ
れ
て
い
た
か
ら
。
従
来
の

ま
ち
づ
く
り
は
一
つ
の
「
売
り
」
を
つ

く
ろ
う
と
し
が
ち
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が

コ
ケ
た
ら
お
し
ま
い
だ
。
東
川
町
は
職

員
自
ら
各
地
を
回
っ
て
い
る
か
ら
、
そ

れ
が
わ
か
っ
て
い
る
。「
写
真
の
町
」
の

企
画
会
社
が
倒
産
し
、
自
分
た
ち
で
や

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
経
験
が
、

今
に
生
き
て
い
る
。

　

廃
止
案
も
あ
っ
た
「
写
真
の
町
」
を

続
行
し
、
平
成
の
市
町
村
合
併
を
蹴
飛

ば
し
自
立
の
道
を
選
び
、
水
道
網
は

「
い
ら
な
い
」
と
決
め
た
東
川
町
の
人

た
ち
。
課
題
が
浮
か
ぶ
と
役
場
の
職
員
、

農
業
者
、
木
工
職
人
、
商
店
主
な
ど
一

家
言
あ
る
人
た
ち
が
膝
を
つ
き
合
わ
せ

て
夜
な
夜
な
語
り
合
っ
た
と
聞
く
。
ま

る
で
自
分
た
ち
の
地
域
を
自
ら
の
手
で

治
め
て
い
た
江
戸
時
代
の
農
村
の
よ
う

で
は
な
い
か
。
開
拓
時
代
、
鉄
砲
を
手

に
自
衛
し
た
先
人
の
姿
と
も
重
な
る
。

　

タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た

「
写
真
の
町
」
宣
言
か
ら
36
年
。
今
も

東
川
町
は
多
面
的
な
魅
力
を
つ
く
ろ
う

と
人
脈
を
広
げ
、
新
た
な
事
業
に
投
資

を
続
け
る
。
そ
の
一
つ
が
、
実
る
ま
で

に
長
い
年
月
を
要
す
る
教
育
だ
。
東
川

町
は
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
力
を
入
れ
、

留
学
生
も
多
数
受
け
入
れ
て
い
る
。

「
留
学
生
が
東
川
町
に
留
ま
る
の
は
職

場
数
か
ら
限
度
が
あ
り
ま
す
が
、
隣
町

で
就
職
す
れ
ば
そ
の
町
の
人
の
役
に
立

ち
、
ひ
い
て
は
日
本
全
体
の
た
め
に
な

り
ま
す
」
と
松
岡
町
長
は
語
る
。
東
川

町
が
、
自
分
の
地
域
と
日
本
の
未
来
を

見
据
え
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　

歴
史
学
者
の
故
・
増
田
四
郎
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
古
代
が
滅
ん
で
中
世
と
い

う
新
し
い
世
界
が
生
ま
れ
た
理
由
を
探

る
な
か
で
、
あ
る
社
会
が
次
の
段
階
へ

発
展
す
る
と
き
は
、
そ
の
中
心
部
か
ら

少
し
ず
れ
た
周
辺
や
辺
境
地
区
に
新
し

い
力
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
基
点
と
な
っ

て
変
化
さ
せ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
を

見
出
し
、「
辺
境
変
革
論
」
と
名
づ
け
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
や
り
方
が
通
用
し
な
い

今
、
延
長
線
上
に
は
な
い
新
た
な
社
会

像
が
必
要
だ
。
課
題
ば
か
り
の
日
本
で

あ
き
ら
め
に
も
似
た
感
情
を
抱
く
人
は

多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
残
業
を
重
ね

な
が
ら
も
生
き
生
き
と
働
く
職
員
た
ち
、

自
分
の
夢
を
キ
ラ
キ
ラ
し
た
目
で
語
る

住
民
た
ち
に
会
っ
て
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が

ら
突
破
口
が
見
え
た
気
が
す
る
。

　

東
川
町
を
辺
境
と
言
う
と
怒
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
北
海
道
出
身
者
も

正
確
に
そ
の
場
所
を
言
い
当
て
ら
れ
な

い
よ
う
な
小
さ
な
町
で
、
「
未
来
へ
の

開
拓
」
が
今
日
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

【文化をつくる】 
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海
に
囲
わ
れ
た
日
本
に
は
、
各
地
に
神
輿
を
海
に
入
れ
る
海
中
渡と

御ぎ
ょ

が
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
小
学
生
の
頃
、
２
年
間
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
神
奈
川
県
・
茅
ヶ
崎
の
海
岸
で
、
神み

輿こ
し

が
海
に
入
る
「
浜
降
祭
」
を
見
て
驚
い
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ
し
て
、真
鶴
の

「
貴
船
祭
り
」で
は
、こ
の
町
に
調
査
に
通
っ
た
陣
内
ゼ
ミ
の
学
生
達
が
、
地
元
の
男
ど
も

と
一
緒
に
神
輿
を
担
い
で
海
に
入
っ
た
の
に
は
、
近
く
で
見
て
い
る
こ
ち
ら
も
興
奮
を
抑

え
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

だ
が
、
何
と
言
っ
て
も
凄
い
の
は
、
こ
の
大
都
会
、
東
京
の
ベ
イ
エ
リ
ア
で
今
な
お
海

中
渡
御
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
。
十
数
年
前
の
６
月
、
私
は
お
台
場
海
浜
公
園

の
入
り
江
で
行
わ
れ
る
品
川
・
荏
原
神
社
の
海
中
渡
御
を
間
近
で
見
た
。
ス
ペ
イ
ン
の
サ

ラ
ゴ
サ
で
開
催
さ
れ
た
水
を
テ
ー
マ
と
す
る
国
際
博
覧
会
の
た
め
に
、
水
都
東
京
の
映
像

制
作
を
依
頼
さ
れ
、
プ
ロ
の
映
像
作
家
と
カ
メ
ラ
マ
ン
に
こ
の
シ
ー
ン
を
撮
影
し
て
も

ら
っ
た
の
だ
。

　

品
川
を
出
航
し
た
10
艘
ほ
ど
の
船
が
東
京
湾
の
水
上
を
厳
か
に
パ
レ
ー
ド
し
な
が
ら
、

人
々
が
待
ち
受
け
る
お
台
場
公
園
の
入
り
江
に
入
っ
て
く
る
。
舳
先
を
浜
に
向
け
て
船
が

勢
揃
い
し
た
と
こ
ろ
で
、
神
輿
が
降
ろ
さ
れ
る
。
海
の
中
で
男
た
ち
の
担
ぐ
神
輿
が
威
勢

よ
く
揉
ま
れ
、
太
鼓
と
笛
の
音
が
水
辺
に
高
揚
感
を
生
む
。
背
後
に
は
、
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ

リ
ッ
ジ
と
そ
の
向
こ
う
の
高
層
ビ
ル
群
が
控
え
る
。
誰
も
が
恍
惚
感
に
ひ
た
り
な
が
ら
、

小
一
時
間
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
、
劇
的
な
海
中
渡
御
の
祭
礼
が
続
い
た
。
巨
大
都
市
、
東
京

の
な
か
で
信
じ
ら
れ
な
い
光
景
を
目
の
当
た
り
に
し
、
日
本
文
化
の
不
思
議
さ
に
私
は
大

き
な
感
動
を
覚
え
た
。
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南
北
朝
争
乱

　

元
弘
３
・
正
慶
２
年
（
１
３
３
３
）
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
す
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
、
武

家
政
権
が
崩
壊
し
て
天
皇
親
政
に
取
り
掛
か
り
、「
建
武
の
中
興
」
を
開
始
す
る
。
近

藤
靖
文
著
『
九
州
南
北
朝
争
乱
―
懐
良
親
王
と
九
州
征
西
府
』（
自
費
出
版
・
２
０
１
５
）

に
よ
れ
ば
、
建
武
の
中
興
と
は
、
お
互
い
に
相
矛
盾
す
る
復
古
（
過
去
）
と
革
新
（
未

来
）
が
奇
妙
に
同
居
し
な
が
ら
、
天
皇
が
意
思
を
示
す
文
書
・
綸
旨
中
心
の
天
皇
専
制

独
裁
と
い
う
形
の
天
皇
親
政
が
推
進
さ
れ
た
と
論
ず
る
。

　

建
武
２
年
（
１
３
３
５
）
鎌
倉
で
北
条
時
行
ら
に
よ
る
「
中
先
代
の
乱
」
が
勃
発
し
、

足
利
尊
氏
は
こ
の
乱
を
鎮
圧
し
、
後
醍
醐
天
皇
へ
の
建
武
政
府
の
反
意
を
表
明
し
、

さ
ら
に
建
武
３
年
（
１
３
３
６
）、
兵
庫
湊
川
で
楠
木
正
成
・
新
田
義
貞
を
破
る
。
京
都

を
制
圧
し
た
尊
氏
は
光
明
天
皇
を
擁
立
し
、
北
朝
方
室
町
幕
府
を
確
立
し
た
。
後
醍

醐
天
皇
は
吉
野
へ
逃
れ
、
南
朝
を
開
き
、
南
北
朝
争
乱
の
時
代
が
始
ま
る
。
元
中
９
・

明
徳
３
年
（
１
３
９
２
）
南
北
朝
合
一
が
な
る
ま
で
、
こ
の
間
、
全
国
で
南
朝
方
と
北

朝
方
の
武
将
ら
は
熾
烈
な
戦
い
を
続
け
た
。

南
北
朝
争
乱
の
経
緯

　

次
の
よ
う
に
南
北
朝
時
代
の
九
州
を
中
心
と
し
た
関
係
年
表
を
記
し
て
み
る
。

１
３
３
８
年	

足
利
尊
氏
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
る
。

	

南
朝
方
懐
良
親
王
征
西
将
軍
に
任
命
さ
れ
る
。

１
３
３
９
年	

後
醍
醐
天
皇
が
崩
御
。

１
３
４
２
年	

懐
良
親
王
九
州
下
向
の
た
め
、
忽
那
島
か
ら
薩
摩
に
到
着
、
谷
山
城
へ
入
る
。

１
３
５
０
年	

足
利
直
冬
大
宰
府
に
入
る
。
高
師
直
と
足
利
直
義
の
対
立
か
ら
幕
府
分
裂
し

直
義
派
挙
兵
（
観
応
の
擾
乱
）。

１
３
５
１
年	

足
利
直
冬
鎮
西
探
題
に
任
命
さ
れ
る
。
懐
良
親
王
、
菊
池
武
光
と
と
も
に
筑

後
に
進
攻
す
る
。

１
３
５
２
年	

足
利
直
冬
九
州
を
去
る
。

１
３
５
３
年	

懐
良
親
王
筑
後
高
良
山
に
移
る
。

１
３
５
８
年	

足
利
尊
氏
亡
く
な
る
。

１
３
５
９
年	

少
弐
頼
尚
、
懐
良
親
王
ら
の
大
宰
府
進
攻
に
備
え
、
筑
後
川
北
岸
鰺
坂
庄

（
小
郡
市
大
保
原
）
に
布
陣
す
る
。

	

少
弐
軍
と
懐
良
親
王
・
菊
池
武
光
軍
と
筑
後
川
の
戦
い
で
死
闘
を
繰
り
返
す
。

親
王
派
が
辛
く
も
勝
利
す
る
。

１
３
６
１
年	

懐
良
親
王
大
宰
府
に
入
る
（
大
宰
府
征
西
府
成
立
）。

１
３
７
１
年	

今
川
了
俊
九
州
探
題
と
し
て
豊
前
国
門
司
に
入
る
。

１
３
７
２
年	

今
川
了
俊
の
軍
勢
が
大
宰
府
を
掌
握
。
征
西
府
は
高
良
山
に
撤
退
す
る
。

１
３
７
３
年	

菊
池
武
光
亡
く
な
る
。

１
３
７
４
年	

今
川
軍
、
高
良
山
を
攻
略
し
、
征
西
府
は
菊
池
へ
撤
退
す
る
。

	

こ
の
こ
ろ
、
懐
良
親
王
、
征
西
将
軍
職
を
後
征
西
将
軍
宮
・
良
成
親
王
に
譲

る
。

１
３
８
３
年	

懐
良
親
王
、
八
女
市
星
野
村
で
薨こ

う
き
ょ去

。

１
３
９
２
年	

南
北
朝
合
一
が
な
る
。

１
３
９
５
年
ご
ろ	

良
成
親
王
、
八
女
市
矢
部
村
で
薨
去
。

南
北
朝
争
乱
の
書

　

水
野
大
樹
著
『
南
北
朝
動
乱
』（
実
業
之
日
本
社
・
２
０
１
７
）
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
京

都
よ
り
吉
野
へ
入
っ
た
１
３
３
６
年
か
ら
、
後
亀
山
天
皇
が
京
都
へ
帰
る
ま
で
の
約
60

年
間
、
二
つ
の
朝
廷
が
並
び
立
つ
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
活
写
す
る
。
鎌
倉
幕
府
の

弱
体
化
か
ら
建
武
の
新
政
、
足
利
尊
氏
の
反
旗
、
そ
し
て
京
都
、
奈
良
、
隠
岐
島
、

九
州
を
舞
台
と
し
て
、
新
田
義
貞
、
楠
木
正
成
ら
、
太
平
記
の
主
役
た
ち
の
動
き
を

捉
え
る
。

　

室
町
幕
府
を
二
つ
に
裂
い
た
足
利
尊
氏
と
直
義
兄
弟
の
戦
う
亀
田
俊
和
著
『
観
応

の
擾
乱
』（
中
央
公
論
新
社
・
２
０
１
７
）、
石
原
比
伊
呂
著
『
北
朝
の
天
皇
』（
中
央
公
論
新

社
・
２
０
２
０
）
は
、
室
町
幕
府
に
翻
弄
さ
れ
た
皇
統
の
実
像
を
追
う
。
新
井
孝
重
著

『
悪
党
の
世
紀
』（
吉
川
弘
文
館
・
１
９
９
７
）
の
悪
党
の
派
手
な
鎧
兜
、
光
き
ら
め
く
太

刀
、
長
刀
の
い
で
た
ち
は
反
逆
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
ゲ
リ
ラ
の
楠
木
正
成
、
バ
サ
ラ

の
佐
々
木
道
誉
ら
交
え
た
内
乱
で
う
ご
め
い
た
人
間
を
追
う
。
小
川
信
監
修
『
南
北
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  こが  くにお
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朝
史
１
０
０
話
』（
立
風
書
房
・
１
９
９
１
）
は
、
南
北
朝
動
乱
に
生
き
た
人
々
、
護
良
親

王
、
北
畠
顕
家
、
吉
田
兼
好
、
光
厳
天
皇
、
今
川
了
俊
ら
の
人
間
性
を
描
き
出
す
。

荒
木
栄
司
著
『
九
州
太
平
記
』（
熊
本
出
版
文
化
会
館
・
１
９
９
１
）
は
九
州
に
お
け
る
南

北
朝
の
争
い
を
描
く
。
童
門
冬
二
の
『
南
北
朝
の
梟
』（
日
本
経
済
新
聞
社
・
１
９
９
１
）

は
、
北
畠
親
房
の
活
躍
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。

懐
良
親
王
の
生
涯

　

懐
良
親
王
の
人
生
は
、
戦
い
の
一
生
だ
と
い
え
る
。
坂
井
藤
雄
著
『
征
西
将
軍　

懐
良
親
王
の
生
涯
』（
葦
書
房
・
１
９
８
１
年
）、
天
本
孝
志
著
『
九
州
南
北
朝
戦
乱
』（
葦

書
房
・
１
９
８
２
）、
福
岡
縣
教
育
會
編
・
発
行
『
征
西
將
軍
宮
と
五
條
氏
』（
１
９
３
６

年
）、
佐
々
木
四
十
臣
校
訂
『
懐
良
親
王
と
三
井
郡
』（
大
原
合
戦
６
５
０
周
年
実
行
委
員

会
・
２
０
０
９
年
）、
森
茂
暁
著
『
懐
良
親
王
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
２
０
１
９
）
を
ひ
も
解

け
ば
、
北
朝
方
と
の
戦
い
の
連
続
で
あ
っ
た
。

　

後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
懐
良
親
王
は
、
九
州
平
定
の
任
を
受
け
て
、
６
歳
に
て
征
西

将
軍
と
な
っ
て
、
五
條
頼
元
ら
と
、
延
元
３
年
（
１
３
３
８
）
８
月
伊
勢
の
大
湊
を
出

航
し
て
瀬
戸
内
海
に
入
り
、
讃
岐
を
経
由
し
て
忽
那
島
（
松
山
市
）
に
上
陸
。
こ
こ
で

九
州
へ
の
渡
海
の
機
を
窺
い
な
が
ら
滞
在
す
る
。

　

興
国
３
年
（
１
３
４
２
）
６
月
谷
山
城
（
鹿
児
島
市
）
に
入
っ
た
親
王
は
、
こ
こ
で
も

６
カ
年
の
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
目
的
地
の
菊
池
に
到
着
し
た
の
は
、
吉
野
（
奈

良
県
）
を
出
て
10
年
目
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
間
親
王
は
五
條
頼
元
ら
の
指
導
を
受
け
、

文
武
両
道
を
身
に
付
け
、
た
く
ま
し
く
成
長
。

　

九
州
平
定
を
目
指
し
て
戦
い
を
繰
り
広
げ
た
親
王
は
、
正
平
14
年
（
１
３
５
９
）
筑

後
川
の
戦
い
で
菊
池
武
光
ら
の
奮
戦
も
あ
っ
て
勝
利
す
る
が
、
南
朝
方
も
多
く
の
死

傷
者
が
出
た
。
そ
の
２
年
後
、
つ
い
に
大
宰
府
に
征
西
府
を
設
置
し
、
以
後
12
年
間

が
九
州
南
朝
方
の
全
盛
期
だ
っ
た
。

　

文
中
元
年
（
１
３
７
２
）
８
月
九
州
探
題
の
今
川
了
俊
に
よ
っ
て
大
宰
府
を
追
わ
れ

た
親
王
は
高
良
山
に
御
在
所
を
構
え
る
が
、
そ
こ
も
追
わ
れ
、
矢
部
川
水
系
星
野
川

流
域
の
天
然
の
要
害
・
八
女
市
星
野
村
へ
退
き
、
こ
の
こ
ろ
征
西
将
軍
職
を
良
成
親

王
に
譲
ら
れ
、
晩
年
の
６
年
間
は
信
仰
の
生
活
で
あ
っ
た
。
北
方
謙
三
の
小
説
『
武

王
の
門
（
上
・
下
）』（
新
潮
社
・
１
９
８
９
年
）
は
、
懐
良
親
王
の
九
州
征
討
と
そ
の
夢
を

追
う
。

筑
後
川
の
戦
い

　

日
本
三
大
合
戦
は
、
関
ケ
原
の
戦
い
、
川
中
島
の
戦
い
、
そ
し
て
筑
後
川
の
戦
い

（
大
保
原
合
戦
、
大
原
合
戦
と
も
い
う
）
で
あ
る
。
南
朝
方
の
後
醍
醐
天
皇
派
・
懐
良
親

王
・
菊
池
武
光
ら
の
征
西
府
軍
４
万
人
と
北
朝
方
の
足
利
尊
氏
派
・
少
弐
頼
尚
・
大

友
氏
時
ら
６
万
人
が
九
州
の
覇
権
を
巡
っ
て
、
筑
後
川
中
流
域
の
右
岸
か
ら
福
岡
県

小
郡
市
大
保
原
に
か
け
て
戦
う
。
両
軍
の
戦
死
者
は
５
４
０
０
余
人
、
負
傷
者
２
万
５

０
０
０
人
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

山
下
宏
明
校
注
者
『
太
平
記
・
五
』（
新
潮
社
・
１
９
８
８
年
）
の
第
33
に
描
か
れ
て
い

る
。
小
郡
市
中
学
家
庭
教
育
学
級
編
『
大
原
合
戦
』（
小
郡
市
教
育
委
員
会
・
１
９
８
９
年
）

に
は
、
菊
池
武
光
は
大
奮
戦
、
懐
良
親
王
も
ま
た
自
ら
敵
軍
へ
突
入
、
親
王
の
馬
は

射
倒
さ
れ
、
身
に
三
カ
所
の
深
手
を
受
け
、
生
け
捕
り
に
し
よ
う
と
す
る
少
弐
勢
に
、

自
分
の
体
を
盾
に
し
て
鎧
の
袖
を
広
げ
、
矢
を
防
ぎ
、
ま
さ
に
危
機
一
髪
。
新
田
勢

が
駆
け
つ
け
、
親
王
は
か
ろ
う
じ
て
死
地
を
脱
し
、
福
童
原
に
退
き
、
谷
山
城
に
逃

れ
た
。
武
光
は
、「
も
は
や
一
兵
た
り
と
も
生
き
て
還
る
な
、
我
と
と
も
に
討
死
せ
よ
」

と
怒
号
し
、
阿
修
羅
の
如
く
敵
陣
へ
詰
め
寄
っ
た
と
あ
る
。

　

こ
の
戦
い
で
、
南
朝
方
は
勝
利
し
た
が
、
多
く
の
死
傷
者
を
出
し
た
。
菊
池
一
族

の
書
と
し
て
、
植
田
均
著
『
純
忠
菊
池
史
乗
』（
菊
池
史
談
會
・
１
９
２
９
年
）、
陸
上
自

衛
隊
第
八
師
団
司
令
部
編
・
発
行
『
誠
忠
菊
池
累
代
史
』（
１
９
６
９
年
）、
荒
木
栄
司
著

『
菊
池
一
族
の
興
亡
』（
熊
本
出
版
文
化
会
館
・
１
９
８
９
）、
杉
本
尚
雄
著
『
菊
池
氏
三
代
』

（
吉
川
弘
文
館
・
１
９
６
６
年
）、
森
藤
よ
し
ひ
ろ
・
絵
『
ま
ん
が 

風
雲
菊
池
一
族
』（
菊
池

白
龍
会
・
２
０
０
５
）
が
あ
る
。

筑
後
川
の
戦
い
の
遺
跡

　

宮
ノ
陣
郷
土
史
研
究
会
編
『
宮
ノ
陣
郷
土
史
読
本
』（
宮
ノ
陣
校
区
ま
ち
づ
く
り
振
興

会
・
２
０
１
６
年
）
に
は
、
筑
後
川
流
域
沿
い
に
、
そ
の
戦
い
の
遺
跡
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
久
留
米
市
・
宮
ノ
陣
神
社
に
は
、
懐
良
親
王
が
お
手
植
え
の
「
将
軍
梅
」
が

紅
梅
の
花
を
咲
か
せ
る
。
神
社
と
隣
接
す
る
法
龍
山
遍
萬
寺
の
境
内
地
に
、「
筑
後
川

の
合
戦
の
碑
」
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
筑
後
川
の
戦
い
で
倒
れ
た
兵
士
の
冥
福
を
祈

り
続
け
て
い
る
寺
で
も
あ
る
。
こ
の
寺
の
近
く
に
、
両
軍
の
遺
骨
を
集
め
て
供
養
し

た
五
万
騎
塚
が
建
つ
。

　

小
郡
市
大
保
原
近
く
に
鎮
座
す
る
大
中
臣
神
社
に
は
、
戦
い
で
深
手
を
負
っ
た
親

王
が
傷
の
回
復
を
祈
願
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
加
護
で
全
快
し
た
こ
と
に
感
謝
し
て
、

藤
ノ
木
が
植
栽
さ
れ
た
。「
将
軍
藤
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
小
郡
市
役
所
に
隣
接
す
る

公
園
に
は
大
保
原
戦
場
跡
の
碑
が
建
つ
。

　

大
刀
洗
町
は
菊
池
武
光
が
血
刀
を
川
で
洗
っ
た
と
い
う
故
事
に
由
来
す
る
。
公
園

に
は
勇
者
姿
の
「
菊
池
武
光
銅
像
」
が
そ
び
え
る
。
こ
の
大
刀
洗
川
上
流
筑
前
町
に

は
「
菊
池
武
光
公
大
刀
洗
之
碑
」
が
建
つ
。

お
わ
り
に

　

太
郎
良
盛
幸
・
佐
藤
一
則
の
小
説
『
九
州
の
南
朝
』（
新
泉
社
・
２
０
１
２
）
は
、
懐
良

親
王
が
、
矢
部
川
支
川
星
野
川
が
流
れ
る
八
女
市
星
野
村
で
亡
く
な
る
ま
で
、
ま
た

良
成
親
王
が
矢
部
川
の
源
流
八
女
市
矢
部
村
で
亡
く
な
る
ま
で
を
描
い
て
い
る
。

　

特
筆
す
る
こ
と
は
、
五
條
家
・
堀
川
家
臣
団
が
、
未
来
に
向
け
て
、
一
族
の
経
済

的
な
確
立
を
図
る
た
め
に
苦
労
し
な
が
ら
も
、
小
河
川
、
渓
流
水
、
湧
水
を
利
用
し

て
女
鹿
野
・
別
当
・
竹
原
・
牧
曽
根
・
鍋
平
地
区
な
ど
に
お
け
る
棚
田
づ
く
り
を
行

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
山
奥
ま
で
水
田
が
拓
か
れ
て
い
る
。
牛
島
頼
三
郎
著

『
奥
八
女　

矢
部
峡
谷
の
棚
田
考
』（
梓
書
院
・
２
０
２
０
）
は
、
山
間
部
の
棚
田
を
拓
き
、

両
親
王
の
魂
が
た
く
ま
し
く
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。



46（上）重要伝統的建造物群保存地区に選定された高山の古いまちなみ （下）春の高山祭（山王祭）で中橋を通る屋台 提供：高山市

人口減少期の地域政
策を研究する中庭光彦
さんが全国を訪ね歩き、
「地域の魅力」を支え
る資源やしくみを解き
明かしてきた連載「魅
力づくりの教え」。今号
が最終回となります。
今回の舞台は、中庭さ
んが足繁く通っている
岐阜県高山市です。

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。

〈つくる技術〉が
受け継がれる

森のまち
（岐阜県高山市）

16

福井県

石川県

岐阜県

富山県

愛知県

長野県

金沢

岐阜

高山
飛騨

郡上

名古屋

下呂

水の文化 67号　魅力づくりの教え
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若
き
木
工
技
術
者
が

集
ま
る
場
所

　

水
循
環
を
守
る
こ
と
は
森
を
守
る
こ

と
と
一
体
だ
。
し
か
し
、
そ
の
森
が
、

担
い
手
不
足
で
荒
れ
て
い
る
と
い
う
。

「
水
と
緑
を
守
ろ
う
」
と
耳
当
た
り
の

よ
い
言
葉
だ
け
で
は
水
文
化
は
守
れ
な

い
。
水
と
人
間
の
見
え
な
い
関
係
を
創

ら
な
け
れ
ば
、
水
と
木
の
文
化
は
途
絶

え
て
し
ま
う
。
そ
う
な
ら
な
い
一
つ
の

方
法
は
、
価
値
の
高
い
木
材
加
工
品
を

提
供
す
る
技
術
を
磨
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

国
産
材
を
扱
い
人
づ
く
り
ま
で
手
が

回
る
企
業
は
少
な
い
。
し
か
し
、
な
か

に
は
地
場
産
業
と
し
て
木
工
が
持
続
し
、

若
い
木
工
技
術
志
望
者
が
集
ま
っ
て
く

る
ま
ち
も
あ
る
。
岐
阜
県
高
山
市
だ
。

　

技
術
者
を
育
て
る
こ
と
は
、
文
化
を

伝
え
創
る
こ
と
で
も
あ
る
。
高
山
市
に

木
工
職
人
を
育
て
て
い
る
企
業
が
あ
る

と
知
り
、
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。

何
度
も
同
じ
ま
ち
に

足
を
運
ぶ
意
味

　

人
は
、
自
分
の
好
み
の
場
所
を
も
っ

て
い
る
。
何
回
訪
れ
て
も
飽
き
ず
に
、

ま
た
足
を
運
ん
で
し
ま
う
場
所
だ
。
私

の
場
合
、
そ
れ
は
飛
騨
高
山
だ
っ
た
。

　

学
生
時
代
か
ら
鉄
道
や
車
で
何
十
回

と
足
を
運
ん
だ
。
町
の
中
心
を
流
れ
る

宮
川
の
中
橋
を
渡
る
祭
の
屋
台
に
ほ
れ

ぼ
れ
し
、
伝で
ん
け
ん建

（
注
）
の
町
家
を
眺
め

民
芸
色
豊
か
な
土
産
物
を
買
い
、
飛
騨

牛
も
食
べ
る
。
何
度
足
を
運
ん
で
も
、

そ
の
た
び
に
発
見
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け

高
山
の
ま
ち
の
文
化
の
層
が
厚
い
う
え

に
変
化
し
、
こ
ち
ら
も
年
齢
を
重
ね
る

と
わ
か
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
土
地
と

訪
問
者
の
「
解
読
し
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
」
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

　

初
め
て
足
を
運
ん
で
か
ら
40
年
。
私

は
、
１
９
６
０
年
代
後
半
か
ら
の
記
憶

し
か
な
い
東
京
者
、
つ
ま
り
は
既
製
品

ば
か
り
並
ぶ
世
の
中
し
か
知
ら
な
い

「
文
化
的
な
イ
ナ
カ
者
」
に
と
っ
て
、

高
山
は
別
世
界
で
、
以
後
、
私
を
惹
き

つ
け
る
場
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。

花
森
安
治
が
見
出
し

広
め
た
高
山
の
魅
力

　

高
山
を
気
に
入
っ
た
文
化
人
は
多
い

が
、
そ
の
一
人
に
『
暮
し
の
手
帖
』
編

集
長
で
高
山
の
観
光
化
に
一
役
買
っ
た

花
森
安
治
が
い
た
。
１
９
６
３
年
（
昭

和
38
）『
暮
し
の
手
帖
』
第
一
世
紀
72
号

に
「
山
の
む
こ
う
の
町
―
日
本
紀
行

そ
の
２
」
と
い
う
特
集
を
掲
載
し
た
。

そ
こ
で
描
か
れ
た
高
山
は
観
光
地
へ
歩

み
は
じ
め
た
こ
ろ
だ
。
町
家
が
似
て
い

る
た
め
「
小
京
都
」
と
呼
ば
れ
は
じ
め

た
高
山
を
意
識
し
て
、
こ
う
記
し
て
い

る
。

（注）伝建
伝統的建造物群保存地区の略称。文化財の
分類の一種で、歴史的風致を形成している伝
統的な建造物群で価値が高いもの、保存のた
めに市町村が都市計画や条例で定めた地区。

1高山の旧市街を流れる「宮川」。神通川水系の本流で、飛騨高地を北に流れて富山湾へ注ぐ 2江戸時代か
ら米市、桑市、花市として続く「宮川朝市」 3国内に唯一現存する高山陣屋。高山城主金森氏の下屋敷の一つ
だったが、幕府の直轄地となってからは江戸から来た代官や郡代がここで政治を行なった 4高山陣屋の前で新
鮮な野菜や果物、花などが並ぶ「陣屋前朝市」

2

1

3

4

北山公園

日枝神社

高山 
陣屋 
●

高山祭
屋台会館
　　　●

中橋

高山城址

城山公園

JR
高
山
駅

大
八
賀
川

宮
川

宮
川

下二之町大新町
伝統的建造物群
保存地区

高
山
本
線

陣屋前朝市

宮川朝市

三町
伝統的建造物群
保存地区

●三町筋

●飛騨高山
　まちの博物館

吉島家住宅●

東山寺院群

〈つくる技術〉が受け継がれる森のまち
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「
ま
わ
り
を
ぐ
る
っ
と
山
に
か
こ
ま
れ

た
こ
の
町
を
、〈
小
さ
い
京
都
〉
と
呼
ぶ

の
は
、
適
当
で
は
な
い
。
み
た
と
こ
ろ
、

町
の
作
り
、
家
の
作
り
は
、
京
風
を
ま

ね
た
と
し
て
も
こ
の
人
口
五
万
の
町
に

は
、
京
都
に
な
い
も
の
が
一
本
流
れ
て

い
る
。
つ
つ
ま
し
く
、
し
ず
か
で
、
ひ

と
に
媚
び
な
い
気
が
ま
え
、
そ
れ
が
こ

の
町
を
つ
つ
ん
で
い
る
。

　

私
た
ち
が
、
と
っ
く
に
忘
れ
て
い
た

も
の
、
戦
後
の
日
本
に
は
、
も
う
ど
こ

に
も
見
あ
た
ら
な
い
も
の
と
あ
き
ら
め

て
い
た
も
の
、
そ
れ
が
こ
の
山
々
に
か

こ
ま
れ
た
、
こ
の
小
さ
な
町
に
今
日
も
、

ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。」

　

既
製
品
で
は
な
い
手
づ
く
り
感
の
美

を
高
山
に
見
出
し
た
こ
の
特
集
後
、
高

山
の
人
気
に
火
が
つ
く
こ
と
に
な
る
。

花
森
は
編
集
者
を
超
え
て
、
己
の
目
に

か
な
っ
た
品
を
紹
介
す
る
、
暮
ら
し
の

プ
ロ
モ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た
。
誌
面
で
は

「
飛
騨
の
匠
」
の
技
術
を
背
景
と
し
た

曲ま
げ

木き

の
家
具
や
旦
那
衆
の
古
民
家
を
紹

介
し
た
。

　

地
元
の
方
々
が
誇
り
を
も
っ
て
「
飛

騨
の
匠
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
通
り
、

高
山
は
森
に
く
る
ま
れ
、
木
工
技
術
者

が
集
ま
っ
た
ま
ち
だ
っ
た
。

飛
騨
の
匠
を
育
て
た

扱
い
に
く
い
樹
種

「
飛
騨
の
匠
」
の
歴
史
は
古
い
。
７
１

８
年
（
養
老
２
）
の
文
書
に
、
そ

の
名
が
見
ら
れ
る
。
藤
原
京
の

造
営
に
か
か
わ
っ
た
ら
し
い
。

　

飛
騨
の
匠
の
技
術
が
こ
の
地

方
に
受
け
継
が
れ
た
背
景
に
は
、

豊
か
な
橅ぶ
な

林
が
あ
っ
た
。
橅
の

森
の
土
は
水
を
よ
く
含
む
が

「
木
偏
に
無
」
と
書
く
よ
う
に
、

木
材
と
し
て
は
使
い
に
く
い
。

飛
騨
の
匠
は
こ
の
木
を
家
具
や

住
宅
に
加
工
す
る
技
術
を
も
っ
て
い
た
。

　

時
は
下
っ
て
１
９
２
０
年
（
大
正
９
）、

高
山
の
人
々
が
地
場
産
業
を
起
こ
そ
う

と
中
央
木
工
株
式
会
社
を
つ
く
る
。
高

山
に
は
江
戸
天
領
期
か
ら
の
旦
那
衆
が

お
り
、
木
工
技
術
者
も
い
た
。
そ
こ
に

や
る
気
が
加
わ
っ
て
会
社
が
で
き
、
4

年
後
に
は
飛
驒
木
工
に
名
前
が
変
わ
る
。

今
回
伺
っ
た
の
は
、
１
０
０
年
前
に
創

業
さ
れ
た
歴
史
あ
る
企
業
で
あ
る
。

時
代
ご
と
に
飛
騨
の
匠
を

必
要
と
さ
せ
た
戦
略

　

飛
驒
木
工
の
創
業
３
年
後
に
関
東
大

震
災
が
起
き
、
復
興
需
要
が
生
じ
た
。

復
興
を
手
助
け
す
る
た
め
に
、
あ
え
て

家
具
の
値
段
を
下
げ
て
売
っ
た
と
い
う
。

そ
の
時
に
生
ま
れ
た
卸
問
屋
と
の
関
係

は
戦
後
ま
で
続
く
。

　

戦
後
、
飛
驒
産
業
と
社
名
が
変
わ
っ

た
そ
の
歴
史
を
見
る
と
、
教
科
書
に
は

載
ら
な
い
よ
う
な
思
わ
ぬ
需
要
と
、
そ

の
意
図
せ
ざ
る
結
果
の
連
続
だ
。
日
本

が
満
州
や
東
南
ア
ジ
ア
に
進
出
し
た
時

に
は
、
現
地
で
日
本
人
が
使
う
家
具
を

提
供
し
た
。
戦
争
が
始
ま
る
と
、
軍
の

木
製
飛
行
機
製
造
計
画
に
応
じ
、
木
製

の
燃
料
タ
ン
ク
も
つ
く
っ
て
い
る
。

　

戦
後
に
な
る
と
何
万
人
も
の
米
国
軍

人
が
家
族
を
連
れ
て
進
駐
し
た
。
そ
し

て
、
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
・
ハ
ウ
ス
と
呼

ば
れ
る
占
領
軍
用
家
族
住
宅
の
家
具
を

製
造
し
た
（
有
名
な
所
で
は
現
在
の
代
々
木
公
園

に
あ
っ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
ハ
イ
ツ
だ
ろ
う
。
１
９
６
４
年

の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
選
手
村
に
使
わ
れ
る
た
め

日
本
に
返
還
さ
れ
た
）。

　

そ
の
後
、
米
国
に
曲
木
の
椅
子
を
大

量
に
輸
出
し
た
。
時
は
高
度
成
長
期
の

住
宅
不
足
期
だ
が
、
内
需
よ
り
も
外
需

に
応
じ
る
の
に
忙
し
か
っ
た
。

　

１
９
６
５
年
（
昭
和
40
）
ご
ろ
が
輸
出

の
ピ
ー
ク
だ
が
、
驚
く
の
は
、
当
時
の

社
長
で
高
山
の
市
長
も
務
め
た
日
下
部

禮
一
が
「
３
６
０
円
の
固
定
相
場
レ
ー

ト
で
輸
出
で
き
な
く
な
る
時
が
来
る
の

で
、
商
品
開
発
、
営
業
戦
略
を
立
て
な

さ
い
」
と
指
導
し
た
こ
と
だ
。
こ
れ
が

ド
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
し
て
現
実
に
な
る
の

は
１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）。
旦
那
衆
の

末
裔
の
日
下
部
が
、
い
か
に
慧
眼
で
情

報
力
を
も
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
て
高
度
な
技
術
が
必
要
な
家

具
を
高
付
加
価
値
で
販
売
し
つ
づ
け
た
。

そ
れ
は
「
飛
騨
の
匠
」
の
技
を
受
け
継

ぐ
こ
と
に
直
結
し
て
い
た
。

　

そ
の
会
社
が
、
飛
騨
の
匠
の
後
継
者

を
育
て
る
た
め
に
「
飛
騨
職
人
学
舎

（
以
下
、
職
人
学
舎
）」
を
２
０
１
４
年
（
平
成

26
）
に
開
校
し
た
。

都
会
に
は
あ
ま
り
い
な
い

清
々
し
い
若
者
た
ち

　

こ
こ
ま
で
話
し
て
く
れ
た
飛
驒
産
業

株
式
会
社
取
締
役
営
業
企
画
室
長
の
森

野
敦
さ
ん
は
「
人
を
育
て
る
き
っ
か
け

は
、
秋
山
木
工
社
長
の
秋
山
利
輝
さ
ん

5戦時中に高山で行なわれていた木製燃料タンクづく
り 提供：高山市 6４代目市長（1947年4月～1959
年4月）の日下部禧一。飛驒産業の社長も務めた 提
供：高山市 7飛驒産業株式会社取締役 営業企画
室長の森野敦さん 8飛驒産業の製造工場で用いら
れる現在の曲木技術

7

8

5

6
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の
講
演
を
聞
い
た
弊
社
代
表
の
岡
田
贊

三
が
感
銘
を
受
け
、『
職
人
を
育
て
る
な

ら
ば
、
飛
騨
の
匠
の
〈
飛
騨
〉
で
育
て

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
』

と
考
え
た
こ
と
で
す
」
と
言
う
。

　

１
年
目
は
自
社
工
場
の
若
手
や
地
元

の
工
業
高
校
学
生
に
声
を
か
け
て
５
人

が
集
ま
っ
た
。
職
人
学
舎
の
卒
業
生
が

技
能
五
輪
全
国
大
会
の
金
賞
や
銅
賞
を

受
賞
し
、
結
果
と
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン

グ
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
。

　

職
人
学
舎
は
授
業
料
無
料
の
２
年
制

で
、
そ
の
後
は
飛
驒
産
業
の
社
員
と
し

て
２
年
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。

「
同
じ
年
齢
の
社
員
と
比
べ
る
と
技
術

的
に
差
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
共
同
生
活

し
な
が
ら
学
ん
で
い
ま
す
の
で
、
挨
拶

一
つ
違
う
し
、
道
具
の
扱
い
方
も
違
う
。

若
手
や
中
堅
社
員
に
よ
い
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
」
と
森
野
さ
ん
は
言
う
。

　

現
在
は
９
人
が
在
籍
す
る
と
い
う
職

人
学
舎
の
作
業
場
に
伺
っ
た
。
教
室
に

入
る
と
、
一
年
生
の
６
名
の
若
者
が
道

具
を
手
に
作
業
し
て
い
る
の
だ
が
、
部

屋
の
空
気
が
違
う
。
目
の
前
の
仕
事
に

打
ち
込
ん
で
い
る
学
生
の
目
と
手
に
、

清
々
し
さ
を
感
じ
る
の
だ
。
最
近
、
私

は
都
会
の
若
者
の
清
々
し
い
姿
を
目
に

し
た
記
憶
が
な
い
。
ホ
ッ
と
し
て
し
ま

っ
た
。

　

私
が
入
る
と
す
ぐ
に
指
導
者
の
玉
田

義
卓
さ
ん
が
促
し
、
学
生
た
ち
が
足
早

に
一
列
に
並
び
自
己
紹
介
を
始
め
た
。

出
身
地
は
山
形
、
神
奈
川
、
新
潟
、
東

京
と
都
市
部
が
多
い
。

　

口
数
が
少
な
く
、「
先
輩
の
技
を
見
て

盗
め
」
と
い
う
職
人
的
な
雰
囲
気
を
想

像
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は

ま
っ
た
く
な
い
。
日
々
を
振
り
返
る
ノ

ー
ト
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
絵
や
言

葉
で
自
分
の
作
業
内
容
と
体
感
が
具
体

的
で
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
た
。

　

学
生
の
一
日
は
毎
朝
５
時
半
の
起
床

と
ラ
ン
ニ
ン
グ
か
ら
始
ま
る
。
共
同
生

活
で
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
禁

止
。
そ
れ
を
わ
か
っ
た
う
え
で
、
覚
悟

を
も
っ
て
来
て
い
る
。

　

壁
を
見
る
と
「
飛
騨
職
人
学
舎
職
人

心
得
30
箇
条
」
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

「
１
．
挨
拶
の
で
き
た
人
か
ら
現
場
に

行
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
。
２
．
連
絡
・

報
告
・
相
談
の
で
き
る
人
か
ら
現
場
に

行
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
…
…
」
と
続
き
、

「
28
．
お
金
を
大
事
に
使
え
る
人
か
ら

現
場
に
行
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
。
29
．

そ
ろ
ば
ん
の
で
き
る
人
か
ら
現
場
に
行

か
せ
て
も
ら
え
ま
す
。
30
．
レ
ポ
ー
ト

が
わ
か
り
や
す
い
人
か
ら
現
場
に
行
か

せ
て
も
ら
え
ま
す
。」
と
あ
る
。

　

職
人
心
得
と
書
い
て
あ
る
が
、
こ
れ

は
、
現
代
の
組
織
人
が
得
て
し
て
忘
れ

て
し
ま
う
、
人
と
人
、
人
と
道
具
の
関

係
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
「
つ
く
る

技
術
の
心
」
の
構
え
で
あ
っ
て
、
現
代

の
組
織
人
が
何
か
を
つ
く
る
時
の
心
得

に
も
な
っ
て
い
る
と
、
私
に
は
思
え
た
。

魅
力
を
伝
え
る

と
い
う
こ
と

　

魅
力
や
文
化
を
つ
く
る
場
の
具
体
的

な
一
例
は
、
今
回
訪
れ
た
よ
う
な
職
人

の
現
場
な
の
だ
ろ
う
。

　

デ
ジ
タ
ル
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
在

ほ
ど
、
も
の
・
サ
ー
ビ
ス
を
「
つ
く
る

技
術
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
は
な

い
。
気
候
変
動
の
危
機
が
叫
ば
れ
て
い

る
現
在
ほ
ど
、
人
や
道
具
を
通
し
て
水

や
木
の
発
す
る
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
と
対

話
で
き
る
「
つ
く
る
技
術
」
が
求
め
ら

れ
て
い
る
時
代
は
な
い
。

　

水
文
化
は
見
え
な
い
。
見
え
な
い
が
、

わ
か
ろ
う
と
す
れ
ば
、
人
と
人
の
関
係

の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た
水
利
用
の
意

味
を
解
釈
し
て
創つ
く

る
技
術
が
必
要
だ
。

そ
れ
を
も
っ
た
人
々
を
、
水
循
環
の
あ

ら
ゆ
る
現
場
で
育
て
る
こ
と
が
水
文
化

を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た

「
つ
く
る
技
術
」
が
あ
ふ
れ
て
い
る
場

こ
そ
が
、
魅
力
づ
く
り
の
本
質
と
言
っ

て
よ
い
。

　

高
山
で
「
飛
騨
の
匠
」
を
育
て
る
。

こ
れ
を
た
ん
な
る
一
例
に
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
２
０
２
０
年
12
月
４
～
６
日
取
材
）

〈つくる技術〉が受け継がれる森のまち

一人ひとりがその日
を振り返って記す
作業日誌

9真剣な眼差しで取り組む飛騨職人学舎の生徒 �「飛騨の匠」の技を受け継ぐ手 
�生徒と話す指導者の玉田義卓さん �こうした木工道具も生徒たちが自分でつくっ
ている �一流の木工家具職人を目指す飛騨職人学舎の生徒たち

9

10 1112

13

16
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　今回のオンラインセミナーでは東北学院大学の斎藤先生
に、江戸時代後期に台頭してきた、尾州廻船を含む新興海運
勢力と、それにより再編された全国物流網、江戸の舟運を担
った船の種類についてお話しいただき、ミツカン水の文化セ
ンターの設立にもつながる、ミツカングループの創業期に酢
が尾張半田から江戸に運ばれた背景を解説いただきました。
　また、一般財団法人招鶴亭文庫が所蔵する「中埜家とす
しや与兵衛との書簡」や「関東大震災発生時の様子を報告
する葉書」などの古文書をひも解き、酢が江戸の食文化に貢
献した姿や、災害時にも船で酢を江戸に運びつづけた歴史を
感じられる内容でした。
　オンラインセミナーの後には、斎藤先生と希望者によるオ
ンライン交流会を実施しました。短い時間でしたが、斎藤先
生との会話を楽しんでいただき、遠方からの参加者を含め、
オンラインならではの交流の機会となりました。
　今回は、初めての“オンラインセミナー”開催となりました
が、全国各地より多くの方にご参加いただくことができました。

「江戸東京への舟運～古文書でたどる酢の軌跡～」の講義
動画や講義資料は、Webサイトからご覧いただけます。
　当日ご参加いただけなかった方も、もう一度視聴されたい
方も、ぜひご覧ください！
http://www.mizu.gr.jp/news/201128_report.html

（2020年12月8日のお知らせに掲載しております）

機関誌『水の文化』制作について

　ミツカン水の文化センターで発行して
おります機関誌『水の文化』67号につき
ましては、感染防止対策を徹底しつつ取
材活動を行ないました。
　取材先の皆さまには、顔写真撮影に関
してマスクを外していただくなどのご協力
をお願いいたしました。この場をお借りし

て御礼申し上げます。
　また、ご好評いただいております連載

「食の風土記」「Go! Go! 109水系」はや
むを得ず休載といたしました。
　68号以降も感染防止対策を徹底した
うえで、機関誌『水の文化』を制作してま
いります。

センター活動報告

江戸東京への舟運
～古文書でたどる酢の軌跡～

オンラインセミナー

開催しました

	 日時：	2020年11月28日（土）
	 	13：30～ 16：00
	 会場：	オンライン（Zoomにて配信）

	参加者数：	オンライン講義　	73名	
	 	オンライン交流会			7名
	 講師：	斎藤善之（さいとう よしゆき）さん
  東北学院大学教授

	 主催：	ミツカン水の文化センター
	 共催：	一般財団法人	招鶴亭文庫

機関誌『水の文化』66号に関する訂正とお詫び

『水の文化』66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。
　ｐ26 『農具便利論』の説明文

誤　大川永常著
正　大蔵永常著

　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。

Webで
公開中！

講師を務めた東北学院大学
教授の斎藤善之さん

斎藤先生は古文書などを用いて講義



編
集
後
記

取
材
後
、
東
川
の
や
る
気
や
活
力
は
ど
こ
か
ら
湧
き
出
て
い
る
の
か

と
思
い
を
巡
ら
せ
た
。
移
住
者
が
多
い
こ
と
人
口
が
増
え
る
こ
と
は
、

魅
力
あ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
目
的
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
の
地
の
住
民
に
限
ら
な
い

社
会
全
体
や
、
30
年
50
年
先
の
次
世
代
に
継
げ
ら
れ
る
価
値
の
創
造

意
欲
こ
そ
が
原
動
力
で
あ
り
、
こ
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル

は
、
水
と
と
も
に
東
川
の
大
切
な
資
産
だ
と
思
う
。（
五
）

長
年
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
鳥
越
先
生
か
ら
、
面
白
い
町
が
あ
る
よ
と

紹
介
さ
れ
て
い
た
東
川
町
。「
水
」に
と
ど
ま
ら
ぬ
魅
力
満
載
の
秘
訣

は
、
役
場
の
方
々
が
住
民
の
幸
せ
を
第
一
に
考
え
て
い
る
こ
と
に
端

を
発
す
る
、
信
頼
感
の
連
鎖
だ
と
感
じ
た
。
そ
し
て
信
頼
感
あ
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
災
害
時
の
備
え
と
も
な
る
利
点
も
。
移
住
な
ん
て
考

え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
終
の
棲
家
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
て
み

よ
う
か
な
、
と
感
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。（
松
）

移
住
生
活
の
経
験
が
あ
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
そ
の
土
地
か
ら
は
引

っ
越
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
東
川
町
の
よ
う
な
温
か
い
土
地
だ
っ

た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
現
在
の
住
ま
い
は
東
京
で
す
が
、
東

川
へ
移
住
し
た
方
々
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
読
ん
だ
時
、
こ
ん
な

場
所
で
暮
ら
し
て
み
た
い
な
と
羨
ま
し
く
、
ま
た
過
去
の
移
住
生
活

が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
し
た
。（
飯
）

２
０
１
２
年
に
「
世
界
の
こ
ど
も
の
椅
子
展
」
と
い
う
展
覧
会
に
関

わ
っ
た
。
19
世
紀
か
ら
近
年
ま
で
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
子
ど
も
用
の

椅
子
を
集
め
た
展
覧
会
だ
が
、
そ
の
企
画
の
目
玉
と
し
て
「
君
の
椅

子
」
の
展
示
を
し
た
。
そ
の
期
間
中
、
東
川
町
の
役
場
の
方
が
足
を

運
ん
で
く
れ
て
、「
水
」
や
「
写
真
」
な
ど
東
川
町
の
魅
力
を
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
今
回
の
記
事
を
読
む
と
、

そ
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽
さ
や
熱
心
さ
を
思
い
出
す
。（
力
）

東
川
町
滞
在
中
の
わ
ず
か
な
空
き
時
間
。
59
号
の
取
材
で
習
い
覚
え

た
日
本
古
来
の
毛
鉤
釣
り
「
テ
ン
カ
ラ
」
を
忠
別
川
で
も
試
み
よ
う

と
、
地
元
の
人
に
釣
り
場
を
尋
ね
た
。「
そ
の
へ
ん
で
釣
れ
ま
す
よ
」

と
言
う
。
耳
を
疑
っ
た
。
町
の
中
心
部
な
の
に
？ 
半
信
半
疑
で
川
に

毛
鉤
を
投
じ
る
と「
バ
シ
ャ
」と
魚
が
食
い
つ
い
た
。
ニ
ジ
マ
ス
だ
！ 

水
面
を
割
っ
て
宙
を
舞
い
、
水
中
に
潜
っ
て
は
魚
体
を
く
ね
ら
せ
る
。

「
こ
ん
な
町
な
か
で
!?
」
と
驚
く
し
か
な
か
っ
た
。（
前
）

水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ
り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページからPDFファイルとしてダウンロード
できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 「水にかかわる生活意識調査」 ホームページで公開中
 20年以上にわたり、ほぼ同じ内容で日常生活と水とのかかわ
りや意識、水と文化に関する生活意識調査を実施していま
す。結果はすべて公開していますので、ぜひご活用ください。
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『水の文化』67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/form67.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
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（上）冠雪した大雪山連峰を望む。右端のピークが
東川町の象徴的存在である旭岳（標高2291m）　
撮影：藤牧徹也
（下）そこかしこに木彫看板がある東川町の中心市
街地　撮影：藤牧徹也

表紙：東川町のシンボル「大雪旭岳
源水」そばのせせらぎと、東川町のさま
ざまな魅力を表す写真群。この町の
人々は大雪山連峰が育む水とともに
生きている　撮影：川本聖哉
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