
（上）上空から見た熊本の一級河川「白川（しらかわ）」。
大きく蛇行しながら流れている　撮影：川本聖哉
（下）JR熊本駅の新幹線口（西口）に設置されてい
る冷水機。側面には「蛇口をひねればミネラル
ウォーター」と記してある　撮影：藤牧徹也

表紙：「火の国」「水の国」の象徴で
ある熊本城。熊本地震からの復旧
工事が進む　撮影：川本聖哉
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水の文化 70号　ひとしずく 2

　
熊
本
と
言
え
ば
、「
火
の
国
」
が

思
い
浮
か
ぶ
が
、
実
際
に
は
「
水
の

国
」
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
ほ
ど
地

下
水
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
面
白
い
の

は
、
熊
本
で
は
「
火
」
と
「
水
」
が

ま
る
で
陰
陽
の
よ
う
に
対
を
な
し
て

い
る
こ
と
だ
。「
火
の
国
」
の
象
徴

で
あ
る
阿
蘇
火
山
の
火
砕
流
が
厚
く

堆
積
し
て
熊
本
の
大
地
が
出
来
上
が

り
、
そ
の
地
層
は
す
き
間
に
富
ん
で

い
て
、
水
が
浸
透
し
や
す
く
、
そ
れ

が
地
下
に
豊
富
な
水
を
蓄
え
ら
れ
る

こ
と
を
可
能
に
し
た
か
ら
だ
。

　
そ
の
阿
蘇
を
中
心
と
す
る
気
宇
壮

大
な
自
然
の
シ
ス
テ
ム
の
道こ

と
理わ

り
な
ど

ど
こ
吹
く
風
、
ガ
キ
大
将
の
頃
の
私

に
は
、
自
然
の
恵
み
が
有
限
で
あ
る

な
ど
と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
だ

っ
た
。
夏
休
み
に
一
日
中
、
水
遊
び

や
魚
取
り
に
夢
中
に
な
っ
て
過
ご
し

た
八は

け
の
み
や

景
水
谷
は
、
熊
本
市
の
上
水
道

と
な
る
水
源
地
で
、
乾
い
た
喉
を
潤

し
て
も
い
い
ほ
ど
水
が
澄
み
切
っ
て

い
た
。
近
所
の
「
悪
友
」
の
鍛
冶
屋

の
ケ
ン
ち
ゃ
ん
や
甘
酒
饅
頭
の
お
店

の
ト
シ
く
ん
た
ち
と
メ
ダ
カ
や
ハ
ヤ
、

フ
ナ
の
群
れ
を
追
い
回
し
、
獲
物
が

ゲ
ッ
ト
で
き
る
度
に
歓
声
を
あ
げ
、

時
に
は
「
フ
ル
チ
ン
」
で
一
糸
ま
と

わ
ず
泳
ぐ
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
子
ど
も
た
ち
の
誰
も
が
水
中

で
密
か
に
用
を
足
し
て
も
臆
す
る
こ

と
が
な
か
っ
た
ほ
ど
、
水
は
渾
々
と

湧
き
、
次
々
に
新
し
く
な
っ
て
い
く

と
気
楽
に
構
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
今
か
ら
思
え
ば
、「
極
楽
と
ん
ぼ
」

の
よ
う
な
、
水
と
戯
れ
な
が
ら
、
そ

の
あ
り
が
た
み
な
ど
頭
を
よ
ぎ
る
こ

と
も
な
か
っ
た
少
年
の
頃
、
そ
れ
は

何
と
幸
せ
な
時
代
だ
っ
た
こ
と
か
。

私
に
と
っ
て
水
は
一
緒
に
戯
れ
、
同

時
に
身
体
に
ま
と
わ
り
つ
き
、
そ
し

て
ス
ー
ッ
と
な
く
な
っ
て
い
く
無
邪

気
な
妖
精
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
ほ
ど
、
私
は
悪
友
た
ち
と
水
源

地
や
川
、
池
で
水
遊
び
に
興
じ
、
身

体
ご
と
水
の
中
に
浸
か
る
経
験
が
多

か
っ
た
の
で
あ
る
。
川
が
氾
濫
し
、

時
に
は
濁
流
と
な
っ
て
牙
を
剥
く
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
水
に
対
す
る
恐
れ

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　
八
景
水
谷
に
近
接
し
、
熊
本
城
の

内
堀
と
な
る
坪
井
川
が
氾
濫
し
た
時

で
も
、
私
た
ち
「
悪
童
」
は
、
親
た

ち
の
心
配
を
よ
そ
に
、
肝
試
し
の
よ

う
に
濁
流
の
中
を
素
潜
り
で
対
岸
に

辿
り
着
け
る
か
、
競
い
合
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
無
邪
気
で
危
険
な
遊
び

だ
っ
た
が
、
私
の
中
に
水
へ
の
信
頼

が
失
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

が
崩
れ
た
の
は
、
半
世
紀
近
く
を
経

て
、
東
日
本
大
震
災
で
津
波
の
被
害

を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
熊
本
も
数
々
の
豪
雨

や
水
害
が
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
。
最
近
で
は
一
昨
年
（
２
０
２
０
年
）

７
月
、
人
吉
地
方
を
中
心
と
す
る
豪

雨
災
害
と
球く

磨ま

川が
わ

の
氾
濫
が
そ
れ
で

あ
る
。
そ
の
惨
状
は
言
葉
に
は
尽
く

し
が
た
い
。
し
か
し
、
球
磨
川
下
り

の
若
い
船
頭
さ
ん
が
呟
い
た
言
葉
が

今
で
も
耳
に
残
っ
て
い
る
。

「
い
っ
ち
ょ
ん
（
少
し
も
）、
球
磨
川

を
悪
か
と
は
思
わ
ん
で
す
よ
」

　
そ
こ
に
は
、
水
の
恵
み
と
と
も
に

生
き
て
き
た
人
々
の
、
水
に
寄
せ
る

信
仰
に
も
似
た
無
垢
な
思
い
が
表
白

さ
れ
て
い
る
。
熊
本
、「
水
の
国
」。

そ
こ
に
生
き
る
県
民
は
、
水
の
被
害

に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
水
へ
の
深

い
慈
愛
の
念
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。
キ
ラ
キ
ラ
と
陽
光
に

照
り
映
え
る
球
磨
川
の
水
面
に
は
小

さ
き
妖
精
た
ち
が
飛
び
跳
ね
て
い
る

よ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
は
、
子
ど
も

の
頃
、
八
景
水
谷
で
見
た
よ
う
に
思

っ
た
妖
精
た
ち
と
同
じ
だ
っ
た
。

水の妖精たち

ひ
と
し
ず
く

姜
尚
中

熊
本
県
立
劇
場
館
長



水の妖精たち3

姜尚中（かんさんじゅん）
1950年熊本県熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。
専攻は政治学、政治思想史。国際基督教大学准教授、東京大学大学院教授、
聖学院大学学長などを経て東京大学名誉教授、東京理科大学特命教授。現在
は熊本県立劇場館長兼理事長、鎮西学院学院長、鎮西学院大学学長を務める。
『悩む力』『母―オモニ―』『見抜く力』『生きるコツ』など著書多数。

球磨川（くまがわ）河口の干潟で動画撮影に取り組む
熊本県八代市（やつしろし）の高校生たち。市民団体
「次世代のためにがんばろ会」のサポートで動画を制
作し、水にまつわる熊本の魅力を世界へ発信する
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日
ご
ろ
使
っ
て
い
る
水
が
ど
こ
か

ら
き
て
ど
う
届
く
の
か
。
そ
れ
を

知
る
人
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
水
を
起
点
に
自
ら
の
地
域
を

見
つ
め
る
と
、
そ
れ
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
新
た
な
面
が
見
え
て
く
る
。

熊
本
県
は
水
道
水
源
の
約
80
％
を

地
下
水
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
。

環
境
省
の
「
名
水
百
選
」
に
８
カ

所
も
の
名
水
が
選
定
さ
れ
る
な
ど
、

熊
本
県
は
地
下
水
が
豊
か
な
こ
と

で
知
ら
れ
る
。
県
庁
所
在
地
・
熊

本
市
は
生
活
用
水
の
ほ
ぼ
全
量
を

地
下
水
に
頼
っ
て
い
る
。

た
だ
し
地
下
水
は
無
尽
蔵
で
は
な

い
。
そ
こ
で
熊
本
市
を
含
む
11
市

町
村
は
、
行
政
区
域
を
超
え
て
共

同
で
地
下
水
を
守
り
育
て
る
取
り

組
み
を
進
め
て
い
る
。

熊
本
の
人
び
と
は
ど
の
よ
う
に
し

て
水
を
守
っ
て
い
る
の
か
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
人
び
と
を
つ
な
ぐ

水
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か

を
考
え
た
い
。
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火
の
国 

水
の
国
熊
本

日
ご
ろ
使
っ
て
い
る
水
が
ど
こ
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き
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う
届
く
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。
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な
い

が
、
水
を
起
点
に
自
ら
の
地
域
を

見
つ
め
る
と
、
そ
れ
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
新
た
な
面
が
見
え
て
く
る
。

熊
本
県
は
水
道
水
源
の
約
80
％
を

地
下
水
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
。

環
境
省
の
「
名
水
百
選
」
に
８
カ

所
も
の
名
水
が
選
定
さ
れ
る
な
ど
、

熊
本
県
は
地
下
水
が
豊
か
な
こ
と

で
知
ら
れ
る
。
県
庁
所
在
地
・
熊

本
市
は
生
活
用
水
の
ほ
ぼ
全
量
を

地
下
水
に
頼
っ
て
い
る
。

た
だ
し
地
下
水
は
無
尽
蔵
で
は
な

い
。
そ
こ
で
熊
本
市
を
含
む
11
市

町
村
は
、
行
政
区
域
を
超
え
て
共

同
で
地
下
水
を
守
り
育
て
る
取
り

組
み
を
進
め
て
い
る
。

熊
本
の
人
び
と
は
ど
の
よ
う
に
し

て
水
を
守
っ
て
い
る
の
か
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
人
び
と
を
つ
な
ぐ

水
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か

を
考
え
た
い
。

 目次 
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約
74
万
人
が
暮
ら
す

日
本
一
の
地
下
水
都
市

蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー

タ
ー
―
―
。
こ
れ
は
熊
本
市
の
上
水
道

の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
だ
。
そ
の
文
言
ど
お

り
、
人
口
お
よ
そ
74
万
人
を
擁
す
る
熊

本
市
は
、
市
民
の
水
道
水
源
を
１
０
０

％
天
然
の
地
下
水
で
賄
う
。
人
口
50
万

人
以
上
の
都
市
と
し
て
は
国
内
唯
一
、

世
界
的
に
も
希
少
な「
地
下
水
都
市
」だ
。

さ
ら
に
、
阿
蘇
外
輪
山
の
西
側
か
ら

有
明
海
に
か
け
て
広
が
る
約
１
０
４
１

㎢
の
エ
リ
ア
は
「
熊
本
地
域
」（
注
１
）
と

呼
ば
れ
、
熊
本
市
を
含
む
11
の
市
町
村

が
あ
り
、
熊
本
地
域
全
体
で
は
約
１
０

０
万
人
の
人
々
が
、
ほ
ぼ
地
下
水
の
み

を
水
源
に
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。

「
熊
本
地
域
の
生
活
は
、
地
下
水
の
恩

恵
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
言
い

方
を
変
え
る
と
、
地
下
水
以
外
に
水
源

は
な
い
の
で
す
。
地
域
の
貴
重
な
資
源

で
あ
る
地
下
水
を
次
世
代
に
守
り
伝
え

て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
の
使
命
で
あ
り
、

市
町
村
の
枠
を
超
え
て
地
下
水
保
全
の

取
り
組
み
を
行
な
っ
て
い
ま
す
」

そ
う
話
す
の
は
、
熊
本
市
環
境
局
環
境

推
進
部
首
席
審
議
員
兼
水
保
全
課
課
長

の
永
田
努
さ
ん
。
市
役
所
に
水
保
全
課

と
い
う
独
立
し
た
部
署
が
あ
る
こ
と
か

ら
も
熊
本
市
と
地
下
水
の
深
い
関
係
性

が
う
か
が
え
る
。

一
市
で
は
止
め
ら
れ
な
い

地
下
水
の
減
少
傾
向

熊
本
市
の
地
下
水
保
全
活
動
が
始
ま

る
の
は
１
９
７
０
年
代
半
ば
の
こ
と
。

高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
地
下
水
の
減

少
や
地
盤
沈
下
な
ど
が
見
ら
れ
た
た
め
、

１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に
県
と
市
で
地

下
水
の
調
査
を
開
始
。
１
９
７
５
年

（
昭
和
50
）
に
は
市
内
最
大
の
水
源
地
・

健け
ん

軍ぐ
ん

水
源
地
近
く
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設

計
画
に
反
対
運
動
が
起
こ
り
、
地
下
水

保
全
の
機
運
が
高
ま
っ
た
。
翌
１
９
７

６
年
に
市
議
会
が
「
地
下
水
保
全
都
市

宣
言
」
を
議
決
、
１
９
７
７
年
に
は

「
地
下
水
保
全
条
例
」
が
制
定
さ
れ
る
。

地
下
水
が
豊
か
な
熊
本
県
。
特
に
熊
本
市
は
生
活
用
水
を
ほ
ぼ
１
０
０
％

地
下
水
に
頼
る
稀
有
な
都
市
だ
。
た
だ
し
地
下
水
は
無
尽
蔵
で
は
な
い
た

め
、
熊
本
市
で
は
地
下
水
を
守
り
育
て
る
取
り
組
み
を
周
辺
の
自
治
体
と

と
も
に
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
地
下
水
を
次
の
世
代
へ
確
実
に
伝
え
る
た

め
、
市
民
・
事
業
者
・
行
政
協
働
で
節
水
に
取
り
組
む
。
時
代
に
よ
っ
て

変
わ
る
課
題
に
ど
う
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
。

地下水と ともに生きる都市 熊本
行政区域や立場を乗り越えて

（注1）熊本地域
熊本市、菊池市（旧泗水町・旧旭志村）、宇土市、
合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島
町、益城町、甲佐町からなる11市町村。

写真上：「水の都 熊本」のシンボルともいえる「水前寺成趣
園（じょうじゅえん）」。地下水が湧き出す池を配した大名
庭園で、平成の名水百選「水前寺江津湖湧水群」の一つ

【熊本の水利用】

水の文化 70号　特集　みんなでつなぐ水　火の国 水の国 熊本
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そ
の
後
も
熊
本
市
は
、
多
く
の
研
究

者
の
協
力
を
得
な
が
ら
地
下
水
調
査
を

続
け
、
熊
本
地
域
の
地
下
水
の
流
動
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
、
地
下
水
利
用
の

実
態
把
握
に
努
め
た
。
調
査
か
ら
見
え

て
き
た
の
は
、
水
田
の
減
少
や
都
市
化

の
進
展
に
よ
っ
て
地
下
水
を
育
む
涵か
ん
よ
う養

域
が
縮
小
し
、
熊
本
地
域
の
地
下
水
量

が
年
々
減
少
し
て
い
る
と
い
う
事
実
だ

っ
た
。
一
方
で
、
市
民
の
水
使
用
量
は

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
伴
い
増
加

傾
向
に
あ
っ
た
。

地
下
水
量
保
全
の
対
策
は
基
本
的
に
、

汲
み
上
げ
量
（
使
用
量
）
を
減
ら
す
こ
と
、

涵
養
量
を
増
や
す
こ
と
し
か
な
い
が
、

熊
本
市
だ
け
が
が
ん
ば
っ
て
も
涵
養
は

進
ま
な
い
。
そ
こ
で
熊
本
市
は
白し
ら
か
わ川

・

緑
川
上
流
・
中
流
域
の
市
町
村
に
働
き

か
け
、
協
定
を
結
ん
だ
。

「
地
下
水
の
流
動
は
広
域
に
わ
た
る
た

め
、
市
内
だ
け
の
対
策
で
は
で
き
る
こ

と
は
限
ら
れ
ま
す
。
他
の
市
町
村
や
県
、

事
業
者
や
市
民
の
皆
さ
ん
と
協
力
し
な

が
ら
、
地
域
を
あ
げ
て
取
り
組
む
必
要

が
あ
っ
た
の
で
す
」
と
永
田
さ
ん
。

地
下
水
涵
養
の
拠
点
と
な
る
上
流
域

に
お
け
る
水
源
涵
養
林
の
整
備
に
着
手

し
た
。
ま
た
、
観か
ん
そ
く
せ
い

測
井
（
注
2
）
な
ど
を

使
っ
た
地
下
水
観
測
を
継
続
し
て
計
画

を
練
り
、
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
に
「
熊

本
市
地
下
水
量
保
全
プ
ラ
ン
」
を
策
定
。

地
下
水
の
入
り
と
出
の
収
支
バ
ラ
ン
ス

を
改
善
す
る
た
め

の
事
業
を
体
系
的

に
組
み
立
て
た
。

白
川
中
流
域
の
休

耕
田
な
ど
に
水
を

張
り
地
下
水
を
涵

養
す
る
「
水
田

湛た
ん
す
い水
」
な
ど
市
域

外
の
事
業
に
関
し

て
は
、
熊
本
市
が

約
１
億
円
を
拠
出

し
て
い
る
。

「
長
年
に
わ
た
る

科
学
的
知
見
が
な

け
れ
ば
、
予
算
は

お
そ
ら
く
計
上
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
」
と
永
田
さ
ん
は
言
う
。

こ
の
既
存
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な

い
熊
本
市
の
地
下
水
保
全
活
動
は
、
国

内
外
で
高
く
評
価
さ
れ
、
２
０
０
８
年

（
平
成
20
）
に
は
第
10
回
日
本
水
大
賞
・

グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
、
２
０
１
３
年

（
平
成
25
）
に
は
国
連
「
生
命
の
水
」
最
優

秀
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

節
水
を
習
慣
化
す
る

小
学
生
へ
の
出
前
授
業

地
下
水
収
支
の
「
出
」
に
あ
た
る
熊

本
市
民
の
生
活
用
水
使
用
量
も
、
２
０

０
５
年
か
ら
始
め
た
「
節
水
市
民
運

動
」
な
ど
の
啓
発
活
動
に
よ
り
年
々
減

地下水と ともに生きる都市 熊本
行政区域や立場を乗り越えて

■熊本地域における地下水の流れ

（注2）観測井
地層の収縮量や帯水層の地下水位
を観測するために設けられた井戸。

■熊本地域の地下水システム図

加藤清正が1607年（慶長12）に
築いた熊本城。加藤清正は今でも
熊本県民から「清正公（せいしょ
こ）さん」と呼ばれ親しまれている

提供：（公財 )くまもと地下水財団

地下水とともに生きる都市 熊本

白川中流域は熊本地域の地下水にとって
大きな涵養域となっている 提供：熊本市
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少
。
し
か
し
、
九
州
の
主
な
都
市
と
比

べ
る
と
熊
本
市
民
の
水
使
用
量
は
ま
だ

多
い
。

「『
水
は
使
っ
て
あ
た
り
ま
え
』
の
生
活

習
慣
を
変
え
る
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の

教
育
か
ら
変
え
て
い
く
こ
と
が
大
事
で

す
」
と
水
保
全
課
の
岡
内
ゆ
り
か
さ
ん
。

市
職
員
が
小
学
校
へ
出
向
い
て
地
下

水
の
し
く
み
や
節
水
の
方
法
を
伝
え
る

出
前
講
座
を
行
な
い
、
人
気
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
使
っ
た
節
水
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

つ
く
る
。
２
０
２
１
年
度
は
「
歯
磨
き

を
す
る
と
き
は
コ
ッ
プ
の
水
を
使
う
」

「
蛇
口
は
こ
ま
め
に
閉
め
ま
し
ょ
う
」

と
呼
び
か
け
る
動
画
を
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
も
し
た
。

堅
苦
し
く
な
く
、
楽
し
み
な
が
ら
水
に

つ
い
て
考
え
ら
れ
る
機
会
を
数
多
く
提

供
し
て
い
る
。

２
０
１
６
年
４
月
に
起
き
た
熊
本
地

震
で
は
市
内
各
所
で
断
水
が
発
生
。
こ

れ
は
熊
本
市
民
が
初
め
て
経
験
し
た

「
水
が
思
う
よ
う
に
使
え
な
い
」
状
況

だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
水
を
意
識
し
て
い

な
か
っ
た
人
び
と
も
水
が
無
尽
蔵
で
は

な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
の
か
、
そ
の
後
、

水
使
用
量
は
い
っ
た
ん
減
っ
て
い
る
。

「
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
も
あ
り
、
２
０
２
０

年
は
一
時
的
に
水
使
用
量
が
増
加
し
ま

し
た
が
、
市
民
の
節
水
意
識
を
高
め
る

働
き
か
け
を
続
け
、
２
０
２
４
年
度
に

は
一
日
当
た
り
の
水
使
用
量
を
九
州
平

均
の
２
１
０
Ｌ
と
す
る
こ
と
を
目
標
に

し
て
い
ま
す
」
と
岡
内
さ
ん
は
語
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
奏
功
し
、

熊
本
地
域
の
地
下
水
量
は
近
年
、
回
復

傾
向
に
あ
る
。
江え

づ

こ
津
湖
の
湧
水
量
は
、

１
９
６
０
年
（
昭
和
35
）
ご
ろ
は
１
日
約
80

万
ト
ン
。
２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
に
は
37

万
ト
ン
ま
で
激
減
し
た
が
、
２
０
２
０

年
に
は
57
万
ト
ン
ま
で
戻
っ
て
い
る
。

白
川
中
流
域
の
地
下
水
が
江
津
湖
周
辺

ま
で
到
達
す
る
の
に
は
５
～
10
年
、
阿

蘇
山
の
ふ
も
と
か
ら
は
20
年
か
か
る
と

さ
れ
て
お
り
、
上
・
中
流
域
で
続
け
て

き
た
涵
養
林
や
水
田
湛
水
な
ど
の
取
り

組
み
の
結
果
が
、
今
に
な
っ
て
表
れ
て

き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

喫
緊
の
課
題
は
水
質
汚
染

利
害
を
越
え
て

た
だ
し
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な

　熊本地域が豊かな地下水に恵まれている背景に
は、いくつかの要因があります。その一つが雨量の
多さ。日本の年間平均降水量は約1700mmですが、
熊本地域は約2000mm、阿蘇地方は約3000mmで
す。熊本地域だけで１年間におよそ20億4000万㎥
の雨が降る計算で、そのうち３分の１は大気中に蒸
発し、３分の１は白川、緑川などの河川を経て有明
海へと流れ、残り３分の１（約６億4000万㎥）が地
下水として涵養されると考えられています。
　ここで重要なのが、地形的な特徴。約27万年前
から９万年前にかけて阿蘇は４回にわたる大噴火
を起こし、その火砕流が100ｍ以上の層になって
熊本地域に堆積しました。火砕流堆積物は水が浸
透しやすく、その土台には硬い基盤岩があるので、
熊本地域一帯が地下水を溜めやすい器のような構
造、つまり大きな地下水盆となったのです。
　そしてもう一つ、地下水涵養に影響したことがあ
ります。約430年前、肥後に入国した加藤清正から
始まる大規模な水田開発です。白川の中流域（大
津町、菊陽町周辺）などに堰や用水路を築き、約
3500町にもなる広い面積を開墾し水田にしました。
この白川中流域は特に水が浸透しやすい土壌なの
で、結果的に水田から大量の水が地下に供給され、
地下水の涵養量が大幅に増えました。
　このように阿蘇の大自然のメカニズムと先人の営
みが組み合わさって、現在まで続く熊本地域固有
の地下水流動システムができあがったのです。

● 熊本地域の地下水の成り立ち

熊本市内最大の水源である「健軍水源地」。
特にこの５号井はしぶきを上げて湧き出るほ
どの水量だ 提供：熊本市

水の文化 70号　特集　みんなでつなぐ水　火の国 水の国 熊本

■一日当たりの江津湖の平均湧水量

江津湖の湧水量が少しずつ上向いているのがわかる 提供：（公財）くまもと地下水財団

※1959年の値は「熊本平野総合開発調査報告書1960.3 熊本県」より
※1992年～2014年までは東海大学市川特任教授調べ

日平均湧水量 年降水量

（年度）
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

57.02

2338.5
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年降水量

熊本市民は九州の他県に比べても水を多く
使っている 提供：熊本市

福岡市 九州平均 熊本市

■一人１日当たりの生活用水使用量
　（2016年度）

0

50

100

150

200
（L）

221
210

198

■熊本市の地下水汚染の状況
　（環境基準超過地点のみ）
●硝酸態窒素による汚染
●揮発性有機化合物による汚染
●自然的要因による汚染

▲
金峰山

▲
立田山

江津湖

▲
戸島山

小山山▲

有明海

熊本市における地下水の水質はおおむね良好な状態だが、
一部に汚染が確認されている 提供：熊本市

※令和2年度熊本県地下水測定計画に基づく
　調査において環境基準値を超過したもの
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い
。
喫
緊
の
課
題
は
硝し

ょ
う
さ
ん
た
い
ち
っ
そ

酸
態
窒
素
（
注
３
）

に
よ
る
水
質
汚
染
。
化
学
肥
料
の
過
剰

施
肥
や
畜
産
・
酪
農
に
よ
る
排
せ
つ
物

の
不
適
切
な
処
理
が
主
因
と
さ
れ
る
。

難
し
い
の
は
、
農
家
や
畜
産
・
酪
農

家
に
も
生
活
が
か
か
っ
て
い
る
た
め
、

地
下
水
保
全
へ
の
理
解
と
協
力
を
い
か

に
と
り
つ
け
る
か
と
い
う
点
だ
。

「
当
初
は
役
所
内
で
も
調
整
は
困
難
で

し
た
。
私
た
ち
水
保
全
課
は
水
を
守
る

立
場
で
す
が
、
農
政
部
署
は
農
業
を
推

進
す
る
立
場
で
す
か
ら
利
害
が
衝
突
し

ま
す
。
侃か
ん
か
ん
が
く
が
く

侃
諤
諤
と
意
見
を
交
わ
し
ま

し
た
」
と
永
田
さ
ん
は
振
り
返
る
。

と
に
か
く
現
場
に
足
を
運
び
、
農
業

関
係
者
に
対
し
て
、
科
学
的
根
拠
を
示

し
な
が
ら
水
質
汚
染
の
現
状
を
説
明
し
、

「
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
を
続
け
た
ら
、

水
が
飲
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
説

い
た
。

熊
本
市
の
北
部
・
北
西
部
で
は
農
業

者
に
適
正
な
施
肥
を
指
導
し
た
。
ま
た
、

環
境
局
の
管
轄
で
硝
酸
態
窒
素
に
よ
る

地
下
水
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設

「
熊
本
市
東
部
堆
肥
セ
ン
タ
ー
」
を
建

設
。
２
０
１
９
年
（
平
成
31
）
４
月
に
稼

働
し
た
。
永
田
さ
ん
は
そ
の
過
程
を
こ

う
語
る
。

「
最
終
的
に
は
『
水
は
み
ん
な
の
も
の
』

で
、
農
業
サ
イ
ド
も
環
境
サ
イ
ド
も
な

く
、
こ
の
水
を
将
来
に
ど
う
残
し
て
い

く
の
か
と
い
う
こ
と
を
み
ん
な
で
理
解

し
た
の
で
す
。
熊
本
市
の
地
下
水
は
豊

富
で
す
が
、
代
わ
り
と
な
る
水
源
は
あ

り
ま
せ
ん
。
白
川
の
水
で
は
到
底
足
り
な

い
。
地
下
水
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
熊
本

市
の
飲
み
水
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
す
」

「
水
サ
ミ
ッ
ト
」を
契
機
に

水
を
守
る
意
識
の
向
上
を

２
０
２
２
年
４
月
23
、
24
日
、
ア
ジ

ア
太
平
洋
地
域
の
首
脳
級
や
国
際
機
関

の
代
表
な
ど
が
参
加
し
、
水
に
関
す
る

諸
問
題
を
議
論
す
る
「
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
水
サ
ミ
ッ
ト
」（
以
下
、
水
サ
ミ
ッ
ト
）
が

熊
本
市
で
開
催
さ
れ
る
予
定
だ
。
水
保

全
課
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
水
サ
ミ
ッ
ト
推

進
室
で
は
、
準
備
を
進
め
て
い
る
。
推

進
室
長
の
廣ひ
ろ
た
き
む
ね
よ
し

瀧
宗
美
さ
ん
は
、
水
サ
ミ

ッ
ト
に
か
け
る
思
い
を
こ
う
話
す
。

「
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
は
水
に
苦
労
し
て

い
る
地
域
が
多
い
の
で
、
国
際
会
議
の

場
で
こ
れ
ま
で
の
熊
本
市
の
『
み
ん
な

で
水
を
守
る
』
取
り
組
み
を
紹
介
す
る

こ
と
で
、
少
し
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば

と
願
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
せ
っ
か
く

熊
本
で
水
サ
ミ
ッ
ト
を
開
催
す
る
の
で

す
か
ら
、
熊
本
地
域
や
国
内
の
人
び
と

が
改
め
て
水
の
こ
と
を
考
え
、
水
を
守

ろ
う
と
い
う
意
識
が
高
ま
る
仕
掛
け
を

考
え
て
い
ま
す
」

豊
か
な
地
下
水
の
恩
恵
を
受
け
、
繁

栄
し
て
き
た
熊
本
市
は
ほ
か
に
水
源
を

持
た
な
い
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
地
下
水

と
運
命
を
と
も
に
し
て
生
き
る
し
か
な

い
。
次
世
代
、
そ
の
次
の
世
代
を
見
据

え
て
、
熊
本
市
は
周
辺
自
治
体
と
協
力

し
て
、
命
の
水
を
守
り
つ
づ
け
よ
う
と

し
て
い
る
。

（
２
０
２
１
年
11
月
15
日
取
材
）

（注3）硝酸態窒素
硝酸性窒素ともいう。主に肥料、家畜排せつ物、生活排水
に含まれる窒素が、土壌微生物などの作用を受けることで
発生し、これが地下に移行して地下水を汚染する。

【熊本の水利用】

地下水とともに生きる都市 熊本

左から熊本市環境局環境推進部首席審議員
兼水保全課課長の永田努さん、主幹兼主査
の岡内ゆりかさん、アジア・太平洋水サミット推
進室長の廣瀧宗美さん

地下水を涵養するために休耕田などに水を張る
白川中流域の風景 提供：熊本市

繁華街での節水パレード。熊本市では年間通じて節
水に取り組む「節水市民運動」を展開 提供：熊本市

森林ボランティアによる水源涵養林の
下草刈り 提供：熊本市
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地
下
水
の
流
れ
方
が

な
ぜ
わ
か
る
の
か

熊
本
市
を
は
じ
め
と
す
る
11
市
町
村

か
ら
な
る
「
熊
本
地
域
」
に
は
各
自
治

体
や
国
土
交
通
省
な
ど
が
管
理
す
る
地

下
水
観
測
用
の
井
戸
（
観か
ん
そ
く
せ
い

測
井
）
が
１
２

３
本
あ
る
。

「
世
界
で
も
こ
れ

だ
け
の
密
度
で
観

測
井
を
も
つ
地
域

は
稀
で
す
」
と
話

す
の
は
、
熊
本
大

学
名
誉
教
授
、
同

大
学
院
先
端
科
学

研
究
部
特
任
教
授

の
嶋
田
純
さ
ん
。

熊
本
地
域
で
は
観
測
デ
ー
タ
が
長
年
蓄

積
さ
れ
て
お
り
、
目
に
見
え
な
い
地
下

水
流
動
の
実
態
を
探
る
調
査
研
究
が
進

ん
で
い
る
。
科
学
的
な
裏
づ
け
に
基
づ

く
持
続
的
な
地
下
水
管
理
で
は
先
進
的

な
地
域
な
の
だ
。

そ
も
そ
も
地
下
水
と
は
「
地
表
面
下

の
地
層
の
間
隙
を
飽
和
し
て
流
動
す
る

水
」
の
こ
と
。
地
上
に
降
り
注
い
だ
雨

は
、
地
中
に
浸
透
し
重
力
で
下
に
向
か

う
。
そ
し
て
地
層
の
す
き
間
が
水
で
飽

和
状
態
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
下
が
地
下

水
と
な
る
。

「
で
す
の
で
地
下
水
は
標
高
の
高
い
と

こ
ろ
か
ら
低
い
と
こ
ろ
へ
と
緩
や
か
に

流
れ
て
い
き
ま
す
。
日
本
の
よ
う
に
常

に
雨
が
降
り
、
山
の
地
下
水
が
谷
に
流

れ
込
む
地
域
で
は
川
の
水
は
枯
れ
ま
せ

熊
本
市
の
人
び
と
の
暮
ら
し
を
支
え
る
地
下
水
が
、
目
に
見
え
る
形
で
異

変
を
示
し
た
の
は
２
０
１
６
年
（
平
成
28
）
４
月
の
熊
本
地
震
だ
っ
た
。
熊

本
市
内
の
水す

い
ぜ
ん
じ
じ
ょ
う
じ
ゅ
え
ん

前
寺
成
趣
園
の
湧
水
池
が
一
時
的
に
干
上
が
る
な
ど
の
混
乱

が
起
き
た
。
地
下
水
流
動
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
熊
本
大
学
名
誉
教

授
の
嶋
田
純
さ
ん
と
熊
本
大
学
大
学
院
先
端
科
学
研
究
部
教
授
の
細
野

高た
か
ひ
ろ啓
さ
ん
に
、
持
続
的
な
地
下
水
管
理
に
関
し
て
お
聞
き
し
た
。

地
下
水
の
動
き
と
質
を
明
ら
か
に

　
　
　
熊
本
地
域
の
地
下
水
流
動
研
究

【地下水研究】

熊本大学名誉教授、同
大学院先端科学研究部
特任教授の嶋田 純さん

■3次元シミュレーションモデル解析による「熊本地域
　の地表水・地下水の3次元流動経路」(平面投影図）

提供：嶋田 純さん

阿蘇山

有明海

金峰山

菊池川

緑川

白川

江津湖

　　流域界
　　水域
流線
　　地表水
　　地下水

■地下水の概念図

｢地表面下の地層の間隙を飽和して流動する水」が
地下水　提供：嶋田 純さん

■地下水の概念図

水の文化 70号　特集　みんなでつなぐ水　火の国 水の国 熊本
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ん
。
多
く
の
場
合
、
川
の
上
流
は
地
下

水
に
よ
っ
て
補
給
さ
れ
、
下
流
に
な
る

と
逆
に
川
の
水
が
平
地
の
地
下
水
を
補

給
し
て
い
ま
す
」
と
嶋
田
さ
ん
は
言
う
。

そ
の
地
下
水
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
向

か
い
、
水
質
が
ど
う
変
化
し
て
い
る
の

か
は
、
複
数
の
観
測
井
か
ら
採
取
し
た

地
下
水
に
含
ま
れ
る
化
学
成
分
を
調
べ

る
と
明
ら
か
に
な
る
。

天
然
の
地
下
水
に
溶
け
て
い
る
主
な

化
学
物
質
は
、
陽
イ
オ
ン
（
注
1
）
が
ナ

ト
リ
ウ
ム
、
カ
リ
ウ
ム
、
カ
ル
シ
ウ
ム
、

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
。
そ
し
て
陰
イ
オ
ン
が

塩
化
物
、
硫
酸
、
炭
酸
水
素
だ
。

「
地
下
水
に
な
り
た
て
の
水
は
溶
け
て

い
る
イ
オ
ン
が
少
な
い
で
す
が
、
流
れ

る
な
か
で
地
層
か
ら
イ
オ
ン
が
供
給
さ

れ
ま
す
。
例
え
ば
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
イ
オ

ン
と
塩
化
物
イ
オ
ン
が
多
く
な
れ
ば
塩

化
ナ
ト
リ
ウ
ム
が
含
ま
れ
る
海
水
の
流

入
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
通
常
で
は

存
在
し
な
い
硝
酸
イ
オ
ン
が
多
く
な
れ

ば
化
学
肥
料
や
畜
産
排
せ
つ
物
、
下
水

道
か
ら
の
生
活
排
水
な
ど
人
為
的
な
影

響
が
考
え
ら
れ
ま
す
」

ま
た
、
地
下
水
に
溶
け
て
い
る
化
学

物
質
を
探
る
ほ
か
に
、
地
下
水
と
一
緒

に
動
く
化
学
物
質
を
「
環
境
ト
レ
ー
サ

ー
」
と
し
て
使
っ
て
、
そ
の
地
下
水
が

ど
こ
か
ら
来
た
か
、
ど
れ
く
ら
い
の
時

間
が
か
か
っ
て
流
れ
て
き
た
の
か
を
探

る
方
法
も
あ
る
。

通
常
の
水
分
子
よ
り
も
質
量
が
重
い

酸
素
と
水
素
の
「
安
定
同
位
体
」
を
含

む
水
は
、
海
上
で
雲
に
な
る
と
き
蒸
発

し
に
く
い
。
逆
に
、
雲
か
ら
雨
と
な
っ

て
降
る
と
き
は
重
た
い
安
定
同
位
体
を

含
む
水
の
方
が
雨
に
な
り
や
す
い
。
こ

の
性
質
を
環
境
ト
レ
ー
サ
ー
と
し
て
利

用
す
る
。

「
海
の
上
で
生
ま
れ
た
雲
が
内
陸
に
向

か
っ
て
雨
を
降
ら
す
場
合
、
重
た
い
安

定
同
位
体
を
含
む
水
か
ら
先
に
落
ち
ま

す
。
標
高
が
高
く
な
る
に
つ
れ
軽
い
安

定
同
位
体
を
含
む
水
に
な
っ
て
い
く
の

で
、
仮
に
海
の
そ
ば
の
地
下
水
に
含
ま

れ
て
い
る
安
定
同
位
体
の
量
が
、
山
の

地
下
水
の
安
定
同
位
体
の
量
と
同
じ
だ

っ
た
ら
、
そ
の
地
下
水
は
山
の
上
か
ら

や
っ
て
き
た
も
の
だ
と
わ
か
る
の
で

す
」二

層
に
な
っ
て
い
る

熊
本
地
域
の
地
下
水

熊
本
地
域
の
地
下
水
の
帯
水
層
は
二

層
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
熊
本
平
野
の

地
層
は
、
阿
蘇
の
火
砕
流
の
堆
積
物
で

形
成
さ
れ
た
も
の
。
約
25
万
年
前
か
ら

15
万
年
前
ま
で
の
堆
積
物
で
形
成
さ
れ

た
の
が
第
二
帯
水
層
で
、
そ
の
上
に
、

約
９
万
年
前
の
火
砕
流
で
堆
積
し
た
第

一
帯
水
層
が
載
っ
て
い
る
。
２
つ
の
帯
水

層
の
境
目
は
か
つ
て
湖
底
だ
っ
た
粘
土

層
な
の
で
水
を
通
し
に
く
い
。
た
だ
し
、

阿
蘇
を
源
流
と
す
る
白
川
の
中
流
域
盆

地
に
は
境
目
の
粘
土
層
が
な
く
、
地
表

か
ら
の
水
が
第
二
帯
水
層
ま
で
直
に
入

っ
て
し
ま
う
特
異
な
水
理
構
造
を
し
て

い
る
。

一
般
的
に
は
第
一
帯
水
層
は
地
表
か

ら
の
影
響
を
受
け
や
す
い
が
、
粘
土
層

の
下
の
第
二
帯
水
層
は
汚
染
し
に
く
く
、

厚
い
堆
積
層
な
の
で
水
量
も
豊
富
だ
。

だ
か
ら
熊
本
地
域
で
は
、
場
所
に
よ
っ

て
は
１
０
０
m
以
上
の
深
井
戸
を
掘
り

第
二
帯
水
層
の
地
下
水
を
主
に
使
う
。

熊
本
地
域
で
は
、
か
つ
て
地
下
水
採

取
量
は
減
っ
て
い
る
の
に
地
下
水
位
も

下
が
っ
て
い
た
。
地
下
水
の
汲
み
上
げ

す
ぎ
が
原
因
で
は
な
い
と
す
る
と
、
都

市
化
や
長
く
続
い
た
減
反
政
策
に
よ
っ

て
水
田
の
面
積
が
最
盛
期
の
半
分
に
な

り
、
地
下
水
を
涵か
ん
よ
う養

す
る
場
所
が
減
っ

た
こ
と
が
要
因
と
考
え
ら
れ
た
。

「
地
下
水
の
涵
養
効
果
が
高
い
の
は
水

田
で
す
。
白
川
の
中
流
域
で
は
休
耕
田

で
も
『
水
張
り
田
ん
ぼ
（
水
田
湛
水
）』
事

業
を
し
て
い
ま
す
。
水
田
は
畑
地
と
比

べ
て
施
肥
の
量
が
少
な
く
、
水
を
張
っ

て
空
気
を
遮
断
す
る
と
還
元
効
果
が
働

き
、
硝
酸
イ
オ
ン
が
自
然
に
分
解
し
て

硝し
ょ
う
さ
ん
た
い
ち
っ
そ

酸
態
窒
素
（
注
2
）
に
よ
る
地
下
水
汚

染
の
リ
ス
ク
も
軽
減
す
る
の
で
す
」

熊
本
市
が
中
心
と
な
っ
て
農
家
に
協

力
を
仰
ぎ
、
白
川
中
流
域
低
地
の
水
田

に
水
田
湛た
ん
す
い水

事
業
を
推
進
し
て
い
る
の

は
こ
う
し
た
背
景
が
あ
る
。

（注1）陽イオンと陰イオン
原子粒子自体が電荷を帯びた状態をイオンという。電子を放出し
正の電荷をもつイオンが陽イオン、電子を受け取り負の電荷をも
つイオンが陰イオン。例えば塩化ナトリウム（NaCl）が水に溶ける
と、ナトリウムイオン（Na＋）と塩化物イオン（Cl-）に分かれる。

（注2）硝酸態窒素
化合物のなかに含まれている窒素で、
水中では硝酸イオンとして存在する。
多くの植物が栄養素として吸収する
が、人間が大量に摂取すると有害。

■熊本地域の帯水層構造概念図

提供：嶋田 純さん（2点とも）

■熊本平野・第二帯水層中の安定同位体比分布
安定同位体を調べると白川中流域の低地の水田を経由して地下水が
涵養されていることがわかる

難透水層（湖成層）

地下水面

被圧地下水頭

水理地質基盤

第一帯水層（不圧地下水）（Aso4）

第二帯水層（被圧地下水）（Aso1-Aso3）

熊本地域の帯水層は「第一帯水層」と「第二帯水層」の二層構造。帯水
層の境目はかつて湖底だった粘土層で水を通しにくい。Aso1～4とは
過去4回の大爆発に伴う火砕流堆積物。Aso1が約27万年前、Aso4
が約9万年前とされる

地下水の動きと質を明らかに
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熊
本
地
震
に
よ
っ
て

地
下
水
は
変
化
し
た
の
か

２
０
１
６
年
（
平
成
28
）
の
熊
本
地
震

で
は
、
配
水
管
や
井
戸
が
破
損
し
３
週

間
ほ
ど
断
水
し
た
。
明
ら
か
な
異
変
の

一
例
と
し
て
、
水
前
寺
成
趣
園
の
湧
水

池
が
干
上
が
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
た
だ
し
１
カ
月
後
に
水
は
回

復
に
転
じ
た
。

「
水
前
寺
成
趣
園
の
湧
水
池
は
第
一
帯

水
層
か
ら
の
地
下
水
が
供
給
さ
れ
て
い

水前寺成趣園の池枯れ

帯水層基盤

地下水流動

100
0

-100
-200
-300

被圧帯水層

不圧帯水層

水位低下エリア
海抜（m）

-5,000?

難透水層

伸長裂罅系

地下水の呑み込み現象

江津湖

■水前寺成趣園で起きた池枯れのメカニズム

※伸長裂罅（しんちょうれっか）系の深度はシミュレーション結果のため
　現実を反映しているとは限らない　提供：細野高啓さん

涵養域

100

0

-100

-200

-300

標高（m）

600

500

400

300

200

800

700

江津湖

白川

高標高湧水

山麓湧水

水理地質基盤

山体

地下水

有明海

停滞性地下水

流出域

難透水層

地震発生以前の地下水流動システム

本震発生から35分以内（多くは10分以内）

地表水の落下

液状化

地震動による
透水性増加

水の落下

亀裂帯

地下水位上昇 地下水位低下

水前寺
断層
破砕帯

本震発生から45日経過

地下水位の回復 水位異常上昇
山体
地下水
の解放

■熊本地震発生に伴う広域地下水流動システムの
　変化メカニズム（概略図）

提供：細野高啓さん

江津湖
白川

江津湖
白川

熊本地震直後に干上がっ
た水前寺成趣園の湧水池 
提供：嶋田 純さん

現在の水前寺成趣園の湧水池。水は1カ月ほどで元に戻った

南阿蘇村にある塩井社水源。推定で
毎分5トン、一日当たり7200トンの水
が湧き出す。湧水は熊本地震でいっ
たん枯れたが約2年後に回復した

水の文化 70号　特集　みんなでつなぐ水　火の国 水の国 熊本
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ま
す
。
地
震
に
よ
っ
て
境
目
の
難
透
水

層
に
ひ
び
が
入
り
、
そ
の
下
の
第
二
帯

水
層
に
水
が
呑
み
込
ま
れ
た
の
で
池
が

枯
渇
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
」
と
嶋
田

さ
ん
は
地
震
直
後
の
地
元
紙
に
報
じ
て

い
る
。

そ
の
後
、
山
か
ら
流
れ
込
ん
だ
地
下

水
や
地
表
水
に
よ
っ
て
ひ
び
が
水
で
満

た
さ
れ
、
水
位
が
戻
っ
た
と
推
測
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
３
年
間
の
調
査
で
得
ら

れ
た
観
測
井
に
よ
る
地
下
水
位
と
水
質

変
化
デ
ー
タ
と
衛
星
観
測
に
よ
る
地
殻

構
造
変
化
の
デ
ー
タ
な
ど
を
合
わ
せ
て

解
析
す
る
と
、
地
震
に
よ
る
地
下
水
環

境
の
変
化
が
可
視
化
さ
れ
、
地
震
当
初

の
推
定
通
り
だ
っ
た
と
わ
か
っ
た
。

「
阿
蘇
外
輪
山
の
西
側
の
山
裾
地
域
で

は
、
数
年
間
に
わ
た
り
地
下
水
位
の
上

昇
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
地
震
で

地じ

山や
ま（

注
3
）
に
亀
裂
（
破
砕
帯
）
が
生
じ
、
山

体
に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
地
下
水
が
下
流

へ
解
放
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
南
阿
蘇
の
湧
水
群
の
一
つ
で
あ
る

塩し
お
い
し
ゃ

井
社
水
源
が
枯
渇
し
て
回
復
す
る
ま

で
２
年
ほ
ど
か
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

地
震
で
地
山
に
緩
み
が
生
じ
て
水
が
浸

透
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
で
水
位
が
低

下
し
た
も
の
の
、
時
間
が
経
つ
と
そ
の

亀
裂
が
目
詰
ま
り
し
て
水
が
浸
透
し
に

く
く
な
っ
た
の
で
水
位
が
回
復
し
た
と

説
明
で
き
ま
す
」

熊
本
地
震
で
地
下
水
の
水
位
と
水
質

は
変
化
し
た
が
存
亡
が
問
わ
れ
る
ほ
ど
で

は
な
く
、
お
お
む
ね
元
の
状
態
に
戻
っ
た
。

そ
の
自
然
の
摂
理
と
回
復
力
を
実
感
で

き
る
の
も
、
観
測
体
制
が
整
い
調
査
研

究
が
進
む
熊
本
地
域
な
ら
で
は
だ
。

地
下
水
の
持
続
的
管
理
で

水
資
源
を
確
保雨

の
多
寡
に
左
右
さ

れ
る
地
表
水
が
温
暖
化

に
よ
っ
て
不
安
定
に
な

っ
て
い
る
が
、
日
本
の

水
資
源
の
大
半
は
河
川

水
に
頼
っ
て
お
り
、
地

下
水
の
利
用
率
は
12
％

に
満
た
な
い
。「
よ
り

器
が
大
き
く
安
定
し
た

地
下
水
を
有
効
利
用
す

べ
き
」
と
嶋
田
さ
ん
は

説
く
。

「
日
本
の
三
大
都
市
圏
で
は
１
９
６
０

～
70
年
代
に
地
下
水
の
過
剰
な
汲
み
上

げ
で
地
盤
沈
下
や
塩
水
化
な
ど
が
起
き
、

揚
水
が
規
制
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

地
下
水
位
は
ほ
ぼ
自
然
状
態
に
ま
で
回

復
し
て
い
ま
す
」

嶋
田
さ
ん
は
海
外
に
も
目
を
向
け
て

い
る
。
例
え
ば
温
暖
化
の
影
響
が
早
く

現
れ
た
台
湾
で
は
大
雨
と
旱か
ん
ば
つ魃
の
頻
度

が
高
ま
り
、
１
９
８
０
年
代
以
降
、
地

表
水
か
ら
地
下
水
に
水
資
源
は
転
換
さ

れ
て
い
る
と
言
う
。

「
モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
蒸
発

散
量
を
上
回
る
降
水
量
が
あ
る
た
め
、

潜
在
的
に
地
下
水
の
涵
養
量
が
豊
富
な

の
で
す
。
揚
水
量
管
理
や
水
張
り
田
ん

ぼ
な
ど
の
人
工
涵
養
を
確
立
す
れ
ば
、

日
本
の
み
な
ら
ず
同
じ
よ
う
な
水
文
特

性
を
も
つ
海
外
で
も
地
下
水
は
安
定
し

た
水
資
源
と
し
て
利
用
で
き
る
の
で
す
」

熊
本
地
域
で
進
め
ら
れ
る
持
続
可
能

な
地
下
水
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
嚆こ
う

矢し

と
な
る
だ
ろ
う
。

硝
酸
汚
染
の
実
態
を

「
見
え
る
化
」す
る

安
定
し
た
量
の
地
下
水
を
保
つ
こ
と

と
同
様
に
、
水
の
質
も
問
わ
れ
る
。

水
中
の
硝
酸
態
窒
素
と
亜
硝
酸
態
窒

素
が
一
定
濃
度
を
超
え
る
と
飲
用
水
に

は
使
え
な
い
と
い
う
環
境
基
準
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
発
が
ん
性
物
質
の
生
成

や
酸
素
欠
乏
症
な
ど
に
つ
な
が
る
お
そ

れ
が
あ
る
か
ら
だ
。
化
学
肥
料
の
過
剰

（注3）地山
盛土、表土、堆積物などに対し
て、自然のままの地盤をいう。

（単位：億㎥/年）蒸発散

■日本の水資源賦存量と使用量
地下水の利用率はわずか11.5％

国土交通省「平成25年版 日本の水資源について」を
もとに編集部作成

水資源
賦存量　
4,100

降水量
6,400

2,300

年間
使用量
815

（3,285）

農業用水
（515）

工業
用水

（84）

（29）

544 117

（32）

生活
用水

（122）

154

（33）

河川水
721

地下水
94

熊本大学大学院先端科学研究部
教授の細野高啓さん

■熊本地域の帯水層構造概念図（水理地質断面）

黒い矢印は水の流れ。菊陽町や大津町に位置する白川中流域低地は難透水層がないため、地表
の水が第二帯水層まで直に入る。そして熊本市の江津湖付近で湧き出るため、第二帯水層に汚染
物質を浸透させないことが地下水質の維持に重要　提供：細野高啓さん

100

0

-100

-200

-300

標高（m）
200

水理地質基盤
被圧帯水層（阿蘇1-3）

砥川溶岩（阿蘇2）
不圧帯水層（阿蘇4）

有明海

難透水層

江津湖
白川

菊陽・大津 菊池

地下水の動きと質を明らかに
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使
用
や
畜
産
排
せ
つ
物
の
不
適
切
な
廃

棄
は
地
下
水
の
硝
酸
汚
染
を
拡
大
さ
せ
、

世
界
的
な
環
境
問
題
の
一
つ
に
な
っ
て

い
る
。

熊
本
地
域
で
は
、
硝
酸
汚
染
の
実
態

把
握
と
自
然
浄
化
機
構
の
解
明
に
つ
い

て
も
先
進
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き

た
。
熊
本
大
学
大
学
院
先
端
科
学
研
究

部
教
授
の
細
野
高
啓
さ
ん
は
、
嶋
田
さ

ん
が
骨
子
を
築
い
た
、
三
次
元
流
動
モ

デ
ル
や
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て

熊
本
の
地
下
水
を
可
視
化
す
る
研
究
を

継
承
し
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。

注
力
し
て
い
る
研
究
の
一
つ
が
、
硝

酸
汚
染
の
実
態
を
「
見
え
る
化
」
す
る

こ
と
だ
。

「
２
０
０
９
年
か
ら
３
年
間
の
調
査
で

確
認
さ
れ
た
熊
本
地
域
の
地
下
水
硝
酸

濃
度
の
分
布
を
見
る
と
、
台
地
周
辺
の

農
業
・
畜
産
が
集
中
す
る
地
域
で
も
っ

と
も
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
飲

用
水
の
水
質
基
準
を
超
え
た
濃
度
は
全

体
試
料
の
う
ち
２
・
３
％
。
そ
の
地
下

水
は
第
二
帯
水
層
の
深
井
戸
か
ら
採
取

し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
よ
り
深
層

で
硝
酸
が
蓄
積
し
て
い
る
可
能
性
を
示

唆
し
て
い
ま
す
」
と
細
野
さ
ん
は
危
機

感
を
抱
い
て
い
る
。

こ
の
調
査
以
前
か
ら
、
県
や
市
は
環

境
基
準
を
超
え
た
井
戸
を
把
握
し
て
お

り
、
す
で
に
１
９
７
０
年
代
後
半
か
ら

硝
酸
濃
度
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
も

わ
か
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
化
学
肥

料
の
削
減
、
畜
産
排
せ
つ
物
の
投
棄
防

止
と
い
っ
た
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
。

「
硝
酸
濃
度
の
変
化
を
見
る
と
、
現
在

は
深
い
第
二
帯
水
層
で
は
進
行
傾
向
に

あ
る
井
戸
が
多
い
の
に
対
し
、
浅
い
第

一
帯
水
層
で
は
減
衰
傾
向
に
あ
る
井
戸

が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
窒
素
負

荷
の
軽
減
対
策
が
一
定
の
効
果
を
上
げ

て
い
る
と
い
え
ま
す
が
、
過
去
に
浸
透

し
た
窒
素
成
分
が
帯
水
層
中
に
蓄
積
し
、

タ
イ
ム
ラ
グ
を
伴
っ
て
、
よ
り
深
い
場

所
で
顕
在
化
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
」
と
細
野
さ
ん
は
分
析
す
る
。

将
来
に
わ
た
る

地
下
水
保
全
の
た
め
に

濃
度
だ
け
で
は
地
下
水
中
に
検
出
さ

れ
た
硝
酸
態
窒
素
が
何
に
由
来
す
る
か

わ
か
ら
な
い
の
で
、
特
定
す
る
た
め
に

先
に
述
べ
た
環
境
ト
レ
ー
サ
ー
技
術
を

用
い
る
。
硝
酸
態
窒
素
の
質
量
の
異
な

る
２
つ
の
安
定
同
位
体
の
比
率
を
、
起

源
と
考
え
ら
れ
る
物
資
の
そ
れ
と
比
較

す
る
こ
と
で
何
に
由
来
す
る
の
か
判
別

で
き
る
。

「
進
行
傾
向
に
あ
る
地
下
水
の
硝
酸
汚

染
の
主
な
原
因
は
、
か
つ
て
は
化
学
肥

料
の
過
剰
施
肥
で
し
た
が
、
今
で
は
家

畜
排
せ
つ
物
由
来
の
窒
素
成
分
の
地
下

へ
の
浸
透
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
プ
ラ
ン
ト
処
理
に
よ
る

環
境
負
荷
削
減
な
ら
び
に
堆
肥
化
と
い

っ
た
対
策
が
求
め
ら
れ
ま
す
」
と
細
野

さ
ん
。

  

自
然
界
に
は
「
脱だ

つ
ち
つ窒

」
と
い
う
浄
化

作
用
も
備
わ
っ
て
い
る
。
帯
水
層
中
で

硝
酸
を
使
っ
て
呼
吸
を
す
る
微
生
物

「
脱
窒
菌
」
に
よ
っ
て
、
硝
酸
態
窒
素

が
消
滅
し
て
い
く
の
だ
。

「
脱
窒
菌
が
生
き
て
い
く
に
は
有
機
物

の
エ
サ
が
必
要
で
す
。
熊
本
地
域
は
火

山
性
の
地
質
な
の
で
地
下
水
中
に
有
機

物
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

か
つ
て
池
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
は
植
物
の

死
骸
が
堆
積
し
た
有
機
物
に
富
む
層
が

あ
り
、
脱
窒
菌
が
活
性
化
し
て
い
ま
す
。

『
脱
窒
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
』
が
熊
本
地

域
に
は
い
く
つ
か
あ
る
の
で
す
。
上
流

部
の
畑
地
で
は
多
量
の
施
肥
を
し
て
い

る
の
に
硝
酸
汚
染
が
減
衰
し
て
い
る
場

所
も
あ
り
ま
す
」

そ
う
し
た
情
報
も
地
下
水
の
管
理
に

は
大
切
だ
。
地
下
水
の
汚
染
は
、
地
表

で
の
負
荷
か
ら
数
十
年
遅
れ
て
現
れ
る

か
ら
こ
そ
、
観
測
デ
ー
タ
を
も
と
に
し

た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
が
重
要

に
な
る
。

「『
小
さ
な
熊
本
』
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

で
つ
く
れ
ば
、
シ
ナ
リ
オ
を
い
く
つ
か

想
定
で
き
ま
す
。
熊
本
に
は
検
証
材
料

が
多
く
あ
る
の
で
正
確
な
モ
デ
ル
を
つ

く
り
、
対
策
に
つ
な
げ
ら
れ
る
は
ず
」

と
い
う
の
が
細
野
さ
ん
の
見
通
し
だ
。

そ
し
て
そ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、

今
ま
さ
に
熊
本
地
域
で
進
め
ら
れ
て
い

る
、
未
来
を
見
据
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
対

策
や
そ
れ
に
か
か
わ
る
人
た
ち
の
熱
意

と
持
続
性
を
後
押
し
す
る
は
ず
だ
。
さ

ら
に
嶋
田
さ
ん
が
着
目
し
て
い
る
よ
う

に
、
モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
地
域
を
始
め

と
す
る
世
界
各
地
で
安
定
し
た
水
資
源

と
し
て
地
下
水
が
見
直
さ
れ
、
そ
の
利

用
が
進
む
こ
と
に
も
き
っ
と
貢
献
す
る

だ
ろ
う
。

（
２
０
２
１
年
11
月
８
日
取
材
）

■第二帯水層の地下水硝酸濃度の分布（脱窒ホットスポット）

脱窒ホットスポット

【地下水研究】

2009年11月から2013年11月に調査した熊本地域第二帯水層の地下水硝酸濃度と脱
窒ホットスポット。農業や畜産が集中する地下水涵養域で濃度が高く、流れるうちに低くなっ
ていく  提供：細野高啓さん

水の文化 70号　特集　みんなでつなぐ水　火の国 水の国 熊本
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行
政
区
域
を
超
え
た

地
下
水
保
全
対
策

熊
本
地
域
お
よ
そ
１
０
０
万
人
の
生

活
を
支
え
、
ま
た
農
業
や
工
業
用
水
と

し
て
も
利
用
さ
れ
て
き
た
地
下
水
。
し

か
し
、
地
下
水
位
の
低
下
や
質
の
悪
化

な
ど
、
持
続
可
能
な
水
利
用
へ
の
不
安

が
高
ま
っ
て
い
る
。

熊
本
地
域
で
は
、
地
下
水
位
の
低
下

を
な
ん
と
か
防
ぎ
、
豊
か
な
水
資
源
を

未
来
の
子
ど
も
た
ち
に
残
そ
う
と
、
行

政
、
企
業
、
11
市
町
村
の
住
民
が
一
体

と
な
っ
た
地
下
水
保
全
事
業
が
進
ん
で

い
る
。
現
在
そ
の
中
枢
を
担
う
の
が
、

「
公
益
財
団
法
人 

く
ま
も
と
地
下
水
財

団
」（
以
下
、
地
下
水
財
団
）
だ
。
地
下
水
財

団
で
は
、
地
下
水
環
境
や
地
下
水
質
の

調
査
研
究
・
保
全
対
策
を
は
じ
め
、
地

下
水
涵か
ん
よ
う養

推
進
事
業
、
地
下
水
保
全
に

関
す
る
意
識
向
上
の
た
め
の
啓
発
活
動

な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。
行
政
区
域
や

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
あ
る
関
係
団
体
・

企
業
の
調
整
も
行
な
う
。

地
下
水
財
団
が
発
足
し
た
の
は
２
０

１
２
年
（
平
成
24
）。
そ
れ
ま
で
は
行
政

主
体
の
「
財
団
法
人
熊
本
地
下
水
基

金
」「
熊
本
地
域
地
下
水
保
全
対
策
会

議
」、
企
業
主
体
の
「
熊
本
地
域
地
下

水
保
全
活
用
協
議
会
」
と
い
う
３
つ
の

組
織
（
注
２
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
熊

本
地
域
の
地
下
水
保
全
活
動
を
行
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
よ
り
広
域
的
か
つ

豊
か
な
地
下
水
を
子
ど
も
た
ち
に

　
　
　
　
未
来
の
た
め
に
枠
を
超
え
た
連
携

熊
本
地
域
11
市
町
村
、
約
１
０
０
万
人
の
生
活
を
支
え
て
き
た
の
は
地
下

水
だ
。
と
こ
ろ
が
、
地
下
水
位
の
低
下
や
地
下
水
の
質
に
ま
つ
わ
る
課
題

が
生
じ
て
い
る
。
地
下
水
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

涵
養
域（
注
１
）で
あ
る
白
川
中
流
域
で
の
対
策
が
不
可
欠
だ
。
行
政
区
域
の

枠
に
し
ば
ら
れ
ず
、
ま
た
利
害
関
係
も
乗
り
越
え
て
進
め
ら
れ
て
い
る
地

下
水
保
全
の
農
業
分
野
に
お
け
る
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。

（注1）涵養域
田畑や森林など水が浸透しやすい土地の
ことを「涵養域」、宅地や市街地など水が
浸透しにくい土地を「非涵養域」という。

米の作付面積の減少や都市化・産業化による建物・
宅地などの増加により地下水の涵養域は狭まっている
※国土交通省 国土数値情報 土地利用細分メッシュデータをもとに
　（公財）くまもと地下水財団が作成

提供：（公財）くまもと地下水財団

■減少する地下水涵養域

1976年（昭和51）

2006年（平成18）

2016年（平成28）

■涵養域（田、畑、森林など）

■非涵養域（建物など）

白川中流域（大津町、菊陽町）の水田は通常の
5倍～10倍も水が浸透するため、ここでの地下
水涵養がきわめて重要になる
提供：（公財）くまもと地下水財団

■熊本地域の地質イメージ

【他団体との連携】

豊かな地下水を子どもたちに
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効
率
的
に
事
業
を
進
め
る
た
め
、
既
存

の
３
組
織
を
統
合
し
て
地
下
水
財
団
を

設
立
し
た
。
地
下
水
財
団
の
事
務
局
長
、

勝か
つ

谷や

仁き
み

雄お

さ
ん
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

「
私
た
ち
の
組
織
は
、
一
つ
の
地
下
水

盆
（
帯
水
層
）
を
共
有
す
る
熊
本
地
域
11

市
町
村
み
ん
な
で
つ
く
っ
て
い
る
財
団

で
す
。
一
つ
の
自
治
体
だ
け
で
は
な
か

な
か
取
り
組
み
が
で
き
な
い
政
策
も
、

行
政
区
域
を
超
え
て
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治

体
が
結
び
つ
く
こ
と
で
、
柔
軟
に
対
応

で
き
る
の
が
大
き
な
強
み
で
す
」

調
査
デ
ー
タ
か
ら

見
え
て
き
た
こ
と

地
下
水
の
現
状
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
把

握
す
る
た
め
の
調
査
研
究
は
、「
見
え

る
化
」
を
図
る
意
味
で
も
非
常
に
重
要

だ
と
勝
谷
さ
ん
は
考
え
る
。
同
財
団
で

は
、
２
０
２
０
年
度
（
令
和
２
）
分
だ
け

で
も
観か
ん
そ
く
せ
い

測
井
（
注
３
）
や
水
源
の
井
戸
な

ど
１
８
７
カ
所
の
水
位
デ
ー
タ
、
２
２

７
カ
所
の
水
質
デ
ー
タ
を
ま
と
め
て
管

理
す
る
。
長
年
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
は

熊
本
地
震
の
際
に
も
活
用
さ
れ
た
。

「
熊
本
県
や
各
市
町
村
、
水
道
事
業
者

な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
井
戸
の
調
査
を
さ
れ

ま
す
が
、
う
ち
が
集
約
し
て
全
体
の
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
今
後
の
見
通
し

を
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
す
し
、
住
民

（注3）観測井
地層の収縮量や帯水層の地下水位
を観測するために設けられた井戸。

（注2）３つの組織
「熊本地域地下水保全対策会議」は1986年（昭和61）、「財団
法人熊本地下水基金」は1991年（平成3）、「熊本地域地下水
保全活用協議会」は1995年（平成7）にそれぞれ設立した。

1

2

34

■水田湛水面積および地下水涵養量の推移実績■湛水期間と助成金額 (10ａ当たり単価）

改正後の助成金額

改正前の助成金額

※2016年度（平成28）実績は、2016年4月に発生した熊本地震による水路等施設の被害、
　6月豪雨災害による事業中断、中止により大幅に減少した　提供：熊本市

1カ月
(25日以上の湛水） 11,000円

2カ月
(55日以上の湛水） 16,500円

3カ月
(85日以上の湛水） 22,000円

0
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1400
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1800

湛水期間 助成金額  

15日以上25日未満 8,250円

25日以上40日未満 11,000円

40日以上55日未満 13,750円

55日以上70日未満 16,500円

70日以上85日未満 19,250円

85日以上100日未満 22,000円

100日以上115日未満 24,750円

115日以上120日以上 27,500円

提供：おおきく土地改良区

湛水期間 助成金額  

2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

地下水涵養量（万㎥）

地下水涵養量

涵養延べ面積（ha・月）

涵養延べ面積

水の文化 70号　特集　みんなでつなぐ水　火の国 水の国 熊本
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の
方
へ
の
啓
発
を
行
な
う
際
に
も
、
デ

ー
タ
の
裏
づ
け
が
あ
れ
ば
地
下
水
保
全

の
重
要
性
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
や
す

い
で
す
」
と
話
す
の
は
、
デ
ー
タ
収

集
・
管
理
を
行
な
う
地
下
水
財
団
の
古

閑
仁
美
さ
ん
だ
。

地
下
水
財
団
設
立
以
前
か
ら
も
熊
本

地
域
で
は
地
下
水
に
関
す
る
調
査
研
究

が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
調
査
研
究
に
よ

っ
て
「
見
え
る
化
」
が
で
き
た
こ
と
で
、

地
下
水
涵
養
推
進
事
業
の
一
環
で
あ
る

水
田
湛た
ん
す
い水

事
業
に
も
結
び
つ
い
た
。

地
下
水
流
動
域
の
上
部
に
あ
た
る
大

津
町
や
菊
陽
町
な
ど
白
川
中
流
域
の
水

田
は
涵
養
効
果
が
非
常
に
高
く
、
熊
本

地
域
の
重
要
な
涵
養
域
で
あ
る
こ
と
が

調
査
で
わ
か
っ
て
い
た
。
一
日
で
10
～

20
㎝
も
水
が
染
み
込
む
こ
と
か
ら
「
ザ

ル
田
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他

の
地
域
の
約
５
～
10
倍
の
涵
養
能
力
だ

そ
う
だ
。
熊
本
地
域
で
は
全
涵
養
量
の

約
３
分
の
１
を
水
田
が
担
っ
て
い
る
が
、

人
口
増
に
伴
い
地
下
水
の
使
用
量
が
増

え
、
ま
た
減
反
政
策
に
よ
っ
て
稲
作
か

ら
畑
作
へ
切
り
替
え
る
農
家
が
増
え
た

こ
と
で
水
田
の
面
積
が
減
っ
て
い
く
。

涵
養
域
に
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
関
連
の
企

業
も
進
出
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
白
川
中
流
域
の
水
田

に
農
閑
期
に
も
水
を
張
る
こ
と
で
、
高

い
涵
養
効
果
が
見
込
め
る
の
で
は
な
い

か
と
の
見
通
し
が
立
っ
た
。

水
田
湛
水
事
業
が

地
下
水
保
全
の
柱

２
０
０
１
年
（
平
成
13
）、
半
導
体
の

開
発
・
製
造
工
場
が
菊
陽
町
に
進
出
し

た
。
同
工
場
は
、
半
導
体
製
造
過
程
で

の
地
下
水
へ
の
影
響
に
対
す
る
地
元
環

境
団
体
か
ら
の
質
問
状
に

応
え
る
形
で
、
２
０
０
３

年
（
平
成
15
）
に
地
下
水
涵

養
の
実
験
的
な
取
り
組
み

を
開
始
す
る
。

具
体
的
に
は
、
作
物
の

植
え
付
け
前
か
後
の
夏
場

に
白
川
の
水
を
引
き
込
ん

で
転
作
田
に
水
を
張
り
、

工
場
が
使
っ
た
地
下
水
を

還
元
す
る
と
い
う
も
の
。

協
力
農
家
に
は
、
湛
水
期

間
に
応
じ
た
助
成
金
が
支

払
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
地

下
水
涵
養
へ
の
取
り
組
み

に
、
熊
本
市
や
大
津
町
、

菊
陽
町
、
Ｊ
Ａ
菊
池
、
お

お
き
く
土
地
改
良
区
な
ど
が
連
携
す
る

形
で
、
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
に
「
白
川

中
流
域
水
田
活
用
推
進
協
議
会
」
が
発

足
。
熊
本
地
域
に
お
け
る
「
白
川
中
流

域
水
田
湛
水
事
業
」
と
し
て
正
式
に
ス

タ
ー
ト
し
た
。

1公益財団法人 くまもと地下水財団事務
局長の勝谷仁雄さん 2データ収集・管理
を担当するくまもと地下水財団主査、古閑
仁美さん 3くまもと地下水財団事業課長
の村惠章広さん 4水張りされた白川中流
域（大津町、菊陽町）の水田 提供：おおきく
土地改良区 5おおきく土地改良区の前事
務局長である大田黒輝幸さん 6大田黒さ
んの跡を継いだ事務局長の冨田典男さん

5

6

湛水後に作付け
されたニンジン畑

豊かな地下水を子どもたちに
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「
地
下
水
保
全
へ
の
機
運
が
高
ま
っ
て

い
た
と
こ
ろ
に
、
大
手
企
業
が
進
出
し

て
き
ま
し
た
。
同
社
の
菊
陽
町
へ
の
進

出
が
湛
水
事
業
へ
の
大
き
な
き
っ
か
け

に
な
っ
た
の
で
す
」
と
振
り
返
る
の
は
、

白
川
中
流
域
８
地
区
の
用
水
路
管
理
、

協
力
農
家
と
の
調
整
役
な
ど
を
担
う
、

お
お
き
く
土
地
改
良
区
（
注
４
）
の
前
事

務
局
長
、
大
田
黒
輝
幸
さ
ん
だ
。

「
今
で
は
先
述
の
大
手
企
業
の
ほ
か
、

地
元
企
業
４
社
も
湛
水
事
業
に
参
画
し

て
い
ま
す
」
と
現
事
務
局
長
の
冨
田
典

男
さ
ん
も
話
す
。

白
川
中
流
域
水
田
湛
水
事
業
が
ス
タ

ー
ト
し
た
２
０
０
４
年
～
２
０
２
０
年

（
令
和
２
）
ま
で
の
17
年
間
で
、
協
力
農

家
数
は
年
平
均
４
０
０
件
、
推
定
涵
養

量
は
年
間
平
均
１
万
４
０
０
０
㎥
に
も

な
る
。
同
事
業
は
、
地
下
水
位
の
低
下

に
歯
止
め
を
か
け
る
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。

ま
た
、
２
０
２
０
年
か
ら
は
よ
り
多

く
の
農
家
が
協
力
し
や
す
い
よ
う
、
お

お
き
く
土
地
改
良
区
が
熊
本
市
に
働
き

か
け
、
湛
水
期
間
の
改
定
を
行
な
っ
た
。

以
前
は
最
低
１
カ
月
間
の
湛
水
で
助
成

金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
最
低

15
日
間
の
湛
水
で
も
助
成
金
を
支
払
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
２
０
２
０
年
度
は

歴
代
２
位
の
涵
養
量
だ
っ
た
そ
う
だ
。

大
田
黒
さ
ん
は
言
う
。

「
水
田
湛
水
は
連
作
障
害
や
害
虫
駆
除

に
も
効
果
が
あ
り
ま
す
。
農
家
か
ら
は

『
営
農
の
た
め
に
協
力
す
る
』『
地
下
水

保
全
に
貢
献
し
た
い
』
と
い
う
声
が
非

常
に
多
く
あ
り
が
た
い
で
す
。
今
後
も

続
け
る
必
要
の
あ
る
取
り
組
み
で
す
」

地
下
水
財
団
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た

地
下
水
涵
養
推
進
事
業
や
住
民
へ
の
啓

発
活
動
な
ど
が
功
を
奏
し
、
地
下
水
位

は
現
在
下
げ
止
ま
り
の
状
態
を
維
持
し

て
い
る
。

水
質
改
善
の
た
め
の

Ｊ
Ａ
菊
池
の
取
り
組
み

地
下
水
の
量
に
改
善
の
兆
し
が
見
ら

れ
る
一
方
、「
質
」
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ

て
い
る
。
２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
ご
ろ

か
ら
、
汚
染
物
質
で
あ
る
硝し
ょ
う
さ
ん
た
い
ち
っ
そ

酸
態
窒
素

（
注
５
）
が
地
下
水
か
ら
検
出
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

原
因
は
主
に
３
つ
。
農
業
に
お
け
る

過
剰
施
肥
、
生
活
排
水
、
家
畜
排
泄
物

の
不
適
切
な
処
理
に
よ
る
も
の
だ
と
い

う
。
地
下
水
の
質
は
目
に
見
え
な
い
分
、

な
か
な
か
住
民
の
理
解
や
協
力
が
得
に

く
い
の
が
現
状
だ
。

地
下
水
財
団
の
村む
ら

惠え

章
広
さ
ん
は
、

「
ま
だ
基
準
値
こ
そ
超
え
て
い
ま
せ
ん

が
、
質
の
改
善
は
長
い
ス
パ
ン
で
考
え

る
必
要
が
あ
り
、
早
め
に
手
を
打
つ
こ

と
が
肝
心
で
す
」
と
話
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
菊
池
市
、

合
志
市
、
大
津
町
、
菊
陽
町
の
２
市
２

町
を
管
内
と
す
る
Ｊ
Ａ
菊
池
は
、
い
ち

早
く
２
０
０
５
年
に
家
畜
排
せ
つ
物
の

堆
肥
化
を
行
な
う
「
有
機
支
援
セ
ン
タ

ー
」
を
立
ち
上
げ
た
。

１
９
８
９
年
（
平
成
元
）
に
８
つ
の
市

町
村
の
各
農
協
が
合
併
し
て
発
足
し
た

Ｊ
Ａ
菊
池
は
、
特
産
品
の
売
り
上
げ
の

約
80
％
を
畜
産
部
門
が
支
え
る
畜
産
中

心
の
Ｊ
Ａ
だ
。
有
機
支
援
セ
ン
タ
ー
が

で
き
た
経
緯
を
、
Ｊ
Ａ
菊
池
畜
産
部
畜

産
企
画
課
係
長
の
藤
井
祥
太
さ
ん
は
次

の
よ
う
に
話
す
。

「
熊
本
は
火
の
国
で
あ
り
水
の
国
で
も

あ
り
ま
す
。
菊
池
地
域
で
地
下
水
の
涵

養
能
力
が
高
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま

し
た
の
で
、
畜
産
が
盛
ん
な
当
Ｊ
Ａ
こ

そ
し
っ
か
り
対
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
と

    

（注5）硝酸態窒素
肥料、家畜のふん尿や生活排水に含まれるアンモニウム
が酸化したもので、作物に吸収されなかった窒素分は土
壌から溶け出して地下浸透し、地下水汚染の原因となる。

（注4）土地改良区
農地の耕作者や所有者などを組合員とする法人。生産
性の向上を図る土地改良事業を実施したり、事業でつく
られた用水施設、排水施設の維持管理などを行なう。

JA菊池畜産部畜産企画課課長の平山大剛さん（右）と、同係長の
藤井祥太さん（左）
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考
え
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
２
０
０

４
年
（
平
成
16
）
に
『
家
畜
排
せ
つ
物
法

（
注
６
）』
が
本
格
施
行
さ
れ
た
こ
と
で
、

基
準
を
満
た
す
畜
産
農
家
は
堆
肥
舎
を

設
け
て
各
自
で
ふ
ん
尿
処
理
す
る
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
莫

大
な
投
資
が
必
要
な
の
で
、
そ
れ
が
難

し
い
農
家
に
関
し
て
は
当
Ｊ
Ａ
が
ふ
ん

尿
を
受
け
入
れ
て
堆
肥
化
し
、
販
売
す

る
と
い
う
農
家
を
支
援
す
る
意
味
で
立

ち
上
げ
た
経
緯
も
あ
り
ま
す
」

管
内
に
３
カ
所
あ
る
有
機
支
援
セ
ン

タ
ー
の
一
つ
、「
有
機
支
援
セ
ン
タ
ー

合
志
」
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
こ

こ
で
は
、
畑
に
直
接
散
布
す
る
通
常
堆

肥
と
、
家
庭
菜
園
用
の
ペ
レ
ッ
ト
堆
肥

を
生
産
し
て
い
る
。
散
布
用
の
完
熟
堆

肥
は
思
っ
た
以
上
に
サ
ラ
サ
ラ
で
臭
い

も
な
い
。
袋
詰
め
さ
れ
た
堆
肥
は
、
ほ

ぼ
Ｊ
Ａ
菊
池
の
管
外
で
販
売
さ
れ
る
。

「
昔
か
ら
個
人
で
堆
肥
舎
を
設
け
て
、

管
内
で
堆
肥
を
販
売
す
る
農
家
も
複
数

あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
役
割
は
あ
く
ま

で
管
内
農
家
の
支
援
な
の
で
、
当
Ｊ
Ａ

で
つ
く
っ
た
堆
肥
は
管
外
や
県
外
へ
出

荷
し
て
い
ま
す
」
と
Ｊ
Ａ
菊
池
畜
産
物

畜
産
企
画
課
課
長
の
平
山
大だ
い
ご
う剛
さ
ん
。

こ
う
し
た
現
状
や
有
機
支
援
セ
ン
タ

ー
の
収
容
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
の
課
題
も

あ
り
、
セ
ン
タ
ー
の
運
営
自
体
は
年
間

約
３
０
０
万
円
の
赤
字
だ
。「
そ
れ
で

も
、
地
下
水
な
ど
環
境
へ
の
負
荷
を
減

ら
す
た
め
に
続
け
て
い
ま
す
」
と
平
山

さ
ん
は
言
葉
を
強
め
る
。

飼
料
用
米
の
生
産
で

地
下
水
涵
養
に
も
貢
献

Ｊ
Ａ
菊
池
の
取
り
組
み
は
こ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
涵
養
域
の
飼
料
用
米
を
食

べ
て
育
つ
肉
牛
「
え
こ
め
牛
」
を
年
間

約
７
０
０
頭
出
荷
し
、
ブ
ラ
ン
ド
化
を

進
め
て
い
る
。
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）

に
え
こ
め
牛
の
生
産
を
ス
タ
ー
ト
し
た

背
景
に
は
、
食
用
米
の
需
要
低
迷
な
ど

も
あ
っ
た
。
え
こ
め
と
は
「
Ｅ
Ｃ
Ｏ
」
と

「
米
」
を
合
わ
せ
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
だ
。

「
飼
料
中
に
約
８
％
米
を
配
合
し
て
い

て
、
出
荷
ま
で
に
牛
１
頭
あ
た
り
約
３

０
０
㎏
の
米
を
食
べ
る
計
算
で
す
。
飼

料
用
米
の
生
産
は
地
下
水
保
全
に
も
つ

な
が
り
ま
す
し
、
輸
入
飼
料
の
運
搬
に

伴
っ
て
発
生
す
る
C
O
2

も
削
減
で
き

ま
す
」
と
Ｊ
Ａ
菊
池
で
「
え
こ
め
牛
」
の

販
促
な
ど
を
担
当
す
る
畜
産
部
畜
産
企

画
課
の
中
原
慎
二
郎
さ
ん
は
語
る
。

食
育
に
も
力
を
入
れ
、
地
元
の
学
校

給
食
へ
の
提
供
や
学
生
へ
の
啓
発
、「
え

こ
め
牛
」
を
使
っ
た
料
理
コ
ン
テ
ス
ト

な
ど
も
実
施
す
る
。
肉
は
主
に
ス
ー
パ

ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
Ｊ
Ａ
菊
池
の
直
売
所

で
売
ら
れ
る
が
、「
え
こ
め
牛
」
を
は
じ

め
と
す
る
地
下
水
を
育
む
農
畜
産
物
は

地
下
水
財
団
が
積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
や
仲
介

販
売
を
行
な
っ
て
い
る
。

地
下
水
財
団
の
勝
谷
さ
ん
は
、「
家

畜
排
せ
つ
物
の
問
題
に
つ
い
て
は
熊
本

市
が
２
年
前
に
堆
肥
セ
ン
タ
ー
を
つ
く

り
ま
し
た
し
、
Ｊ
Ａ
菊
池
で
も
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
過
剰
施
肥
に
つ
い
て
も
、

土
壌
測
定
の
も
と
で
適
正
量
を
撒
く
よ

う
農
家
に
働
き
か
け
て
い
る
の
で
、
硝

酸
態
窒
素
の
濃
度
も
今
後
少
し
ず
つ
改

善
す
る
の
で
は
」
と
話
す
。

お
お
き
く
土
地
改
良
区
も
Ｊ
Ａ
菊
池

も
、
も
し
も
地
下
水
の
質
の
低
下
に
つ

な
が
る
よ
う
な
行
為
を
行
な
っ
て
い
る

組
合
員
が
い
れ
ば
呼
び
出
し
、
改
善
す

る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

熊
本
が
誇
る
地
下
水
を
次
世
代
に
つ

な
ぐ
た
め
、
枠
を
超
え
た
連
携
は
続
く
。

（
２
０
２
１
年
11
月
30
日
、
12
月
１
日
取
材
）

    

（注6）家畜排せつ物法
野積みや素掘りといった家畜排せつ物の不適切な管理が水質汚染を招く恐れがあ
るため、家畜排せつ物の管理において畜産業者が遵守すべき管理基準を定めた法
律。家畜の飼養頭数に応じて堆肥舎を設けなければならないなどの基準がある。

7畜産農家からふん尿を
受け入れて堆肥化する
JA菊池の「有機支援セン
ター」。2008年4月に設
立した合志市のセンター
は主にペレット状堆肥を
製造 8堆肥をしっかり乾
燥させたあと、高圧縮型の
ペレットマシンに投入して
成型 9成型後のペレット
堆肥。JA菊池では凝固剤
など不要な添加物は一切
使っていない �袋詰めさ
れた堆肥。管外、県外に
出荷される �涵養域の
水田で育てた飼料用米を
エサとする「えこめ牛」

【他団体との連携】

有機支援センター合志所長の大川泰宏さん（右）と、JA菊池畜産部
畜産課の中原慎二郎さん（左）

9
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豊かな地下水を子どもたちに
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１
０
０
万
近
い
人
た
ち
を

地
下
水
で
支
え
る

―
―
熊
本
大
学
に
着
任
な
さ
っ
て
ま
も

な
く
丸
３
年
。
熊
本
地
域
の
水
へ
の
取

り
組
み
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
か
。

熊
本
市
が
国
連
の
賞
を
受
賞
し
た
り
、

知
人
が
熊
本
市
の
地
下
水
条
例
を
早
期

に
取
り
上
げ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

熊
本
地
域
が
地
下
水
保
全
に
熱
心
で
あ

る
こ
と
は
以
前
か
ら
知
っ
て
い
ま
し
た
。

実
際
に
熊
本
市
に
住
ん
で
感
じ
る
こ

と
は
２
つ
あ
り
ま
す
。
１
つ
は
「
み
ん
な

で
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
」。
い
ろ
い
ろ

な
立
場
の
人
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
を
苦
労
し
な
が
ら
進
め
て
い
ま
す
。

も
う
１
つ
は
、
生
活
す
る
う
え
で
必

要
な
「
水
道
の
水
が
お
い
し
い
こ
と
」。

私
は
、
水
道
蛇
口
に
は
浄
水
器
を
つ
け

る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
熊
本
に
住
む
と
浄
水
器
が
な

か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。「
あ
、

こ
れ
は
い
ら
な
い
ん
だ
」
と
思
っ
て
つ

け
て
い
ま
せ
ん
。

熊
本
地
域
に
対
し
て
は
、
お
い
し
い

水
の
源
で
あ
る
地
下
水
を
守
る
た
め
に
、

し
っ
か
り
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
る

と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
福
井
県
大
野
市
や
神
奈
川

県
秦
野
市
な
ど
他
の
地
下
水
が
豊
か
な

地
域
で
も
そ
れ
ぞ
れ
工
夫
し
て
水
の
シ

ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
の
で
、
熊

本
地
域
に
限
っ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
０
０
万
人
近
い
人
口
を
抱
え
る
な
か
、

行
政
の
枠
を
超
え
て
地
下
水
に
フ
ォ
ー

カ
ス
し
、
企
業
も
含
め
て
み
ん
な
が
か

か
わ
っ
て
つ
く
っ
た
シ
ス
テ
ム
が
か
な

り
機
能
し
て
い
る
と
い
う
点
に
、
熊
本

地
域
の
特
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
飲
む
水
だ
け
で
な
く
灌か
ん
が
い漑
用

水
も
戦
国
時
代
か
ら
し
っ
か
り
築
い
て

き
ま
し
た
。
熊
本
と
い
え
ば
加
藤
清
正

が
有
名
で
す
が
、
彼
は
尾
張
の
人
間
な

の
で
、「
黒く
ろ
く
わ鍬
」（
注
１
）
な
ど
腕
の
い
い

職
人
を
連
れ
て
き
た
は
ず
で
す
。

み
ん
な
が
か
か
わ
る

熊
本
地
域
の
水
シ
ス
テ
ム

　
　

次
世
代
も
連
動
す
る
施
策
が
進
行
中

（注1）黒鍬
かつて各地の普請（土木）に携わった者たちを指す。詳細
は『水の文化』66号「農業土木技術者『黒鍬』とは何者
か？」を参照。
https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no66/06.html

京
都
大
学
教
授
を
経
て
３
年
前
に
熊
本
大
学
く
ま
も
と
水
循
環
・
減
災
研
究
教
育

セ
ン
タ
ー
特
任
教
授
に
着
任
し
て
以
来
、
熊
本
地
域
の
水
に
対
す
る
取
り
組
み
を

見
つ
め
て
い
る
渡
邉
紹つ

ぎ
ひ
ろ裕

さ
ん
。
国
際
か
ん
が
い
排
水
委
員
会
の
副
会
長
に
就
任

し
た
ば
か
り
の
渡
邉
さ
ん
に
、
熊
本
地
域
の
水
シ
ス
テ
ム
と
次
世
代
育
成
の
重
要

性
な
ど
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

Tsugihiro Watanabe
京都大学名誉教授。国際かんがい排水
委員会（ICID）副会長。1953年栃木県
生まれ。京都大学大学院農学研究科
博士後期課程（農業工学専攻）単位取
得退学。博士（農学）。専門分野は農業
土木学（灌漑排水管理）。総合地球環
境学研究所教授、京都大学教授などを
経て２０19年４月から現職。共著に『地
域環境水利学』『農村地域計画学』など。

インタビュー

渡邉紹裕さん

 熊本大学くまもと水循環・減災  
研究教育センター特任教授

白川が蛇行しながら流れる熊本市の中心市街地

（注2）
詳細は本誌
pp.22-25参照。
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ち
な
み
に
私
は
加
藤
清
正
と
誕
生
日

が
一
緒
で
す
。
あ
る
人
に
「
熊
本
で
大

勢
の
人
に
話
を
す
る
と
き
は
必
ず
そ
れ

を
言
い
な
さ
い
」
と
忠
告
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
れ
ほ
ど
加
藤
清
正
は
今
も
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
象
徴
を
介

し
て
郷
土
の
歴
史
や
な
り
た
ち
に
興
味

を
も
つ
の
は
、
継
承
と
い
う
意
味
で
と

て
も
よ
い
こ
と
で
す
ね
。

地
下
水
の
大
切
さ
を

再
認
識
す
る
場
に

―
―
熊
本
市
が
「
第
４
回
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
水
サ
ミ
ッ
ト
」（
以
下
、
水
サ
ミ
ッ
ト
）

の
開
催
地
と
し
て
手
を
挙
げ
た
こ
と
を

ど
う
お
考
え
で
す
か
？

水
サ
ミ
ッ
ト
は
国
際
会
議
で
す
の
で
、

各
国
の
首
脳
級
が
集
ま
っ
て
水
に
関
す

る
一
定
の
合
意
を
し
て
声
明
を
出
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
行
政
機
関
が
本
格
的

に
水
に
対
す
る
施
策
を
考
え
る
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
に
大
き
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
会
議
の
開
催
地
と
し
て
熊
本

市
が
挙
手
し
た
の
は
大
変
す
ば
ら
し
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

地
下
水
保
全
に
注
力
し
て
い
る
熊
本

市
で
開
か
れ
る
水
サ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、

よ
り
多
く
の
人
た
ち
に
水
の
大
切
さ
を

再
認
識
し
て
も
ら
う
と
同
時
に
、
熊
本

地
震
か
ら
の
復
興
が
着
実
に
進
ん
で
い

る
こ
と
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

水
サ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
現
時
点

（
２
０
２
１
年
12
月
）
で
は
フ
ル
ス
ペ
ッ
ク
の

開
催
を
目
指
し
て
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、

熊
本
城
ホ
ー
ル
で
の
会
合
と
Ｗ
ｅ
ｂ
配

信
を
併
用
し
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
と

な
る
可
能
性
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

開
催
形
式
が
ど
う
な
る
に
せ
よ
、
熊

本
市
で
水
サ
ミ
ッ
ト
が
行
な
わ
れ
る
こ

と
を
通
じ
て
、
熊
本
地
域
で
進
め
ら
れ

て
い
る
地
下
水
保
全
の
取
り
組
み
や
今

後
の
課
題
が
市
民
に
も
し
っ
か
り
伝
わ

る
よ
う
な
仕
掛
け
が
必
要
で
す
の
で
、

そ
の
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な

社
会
を
目
指
す
た
め
に

―
―
今
の
「
市
民
に
伝
え
る
こ
と
」
に

も
つ
な
が
る
と
思
う
の
で
す
が
、
水
サ

ミ
ッ
ト
で
「
ユ
ー
ス
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
も

準
備
な
さ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

私
は
以
前
か
ら
「
水
の
問
題
は
若
い

人
た
ち
が
直
接
か
か
わ
ら
な
い
と
い
け

な
い
」
と
主
張
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は

国
際
的
に
も
そ
う
で
す
。
国
内
で
は
、

水
サ
ミ
ッ
ト
の
運
営
に
か
か
わ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ

日
本
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
ユ
ー
ス
世
代
を

支
援
す
る
施
策
を
講
じ
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
熊
本
市
で
の
水
サ
ミ
ッ
ト
を

き
っ
か
け
に
「
高
校
生
世
代
を
支
援
し

て
、
水
サ
ミ
ッ
ト
で
な
ん
ら
か
の
発
信

が
で
き
な
い
か
」
と
考
え
て
立
ち
上
げ

た
の
が
、
九
州
の
高
校
生
世
代
に
よ
る

情
報
発
信
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
「
ユ
ー

ス
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
九
州
」
で
す
。

ま
ず
は
高
校
生
た
ち
に
３
分
間
の
動

画
を
つ
く
っ
て
も
ら
い
、
投
稿
し
て
も

ら
い
ま
す
。
制
作
過
程
で
高
校
生
た
ち

は
水
に
つ
い
て
勉
強
し
ま
す
し
、
動
画

の
吹
き
替
え
か
字
幕
は
英
語
に
す
る
こ

と
で
世
界
中
の
人
た
ち
と
交
流
で
き
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
高
校
生
同
士

の
つ
な
が
り
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ

れ
は
将
来
き
っ
と
役
立
つ
は
ず
で
す
。

九
州
と
銘
打
っ
て
い
ま
す
が
、
目
指

す
の
は
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
な
の
で
九
州

以
外
の
高
校
生
た
ち
の
投
稿
も
大
歓
迎

で
す
。
今
回
の
水
サ
ミ
ッ
ト
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
今
後
も
続
け
て
い
く

か
ら
で
す
。
私
が
事
務
局
長
で
、
九
州

大
学
大
学
院
准
教
授
の
清せ
い

野の

聡
子
さ
ん

と
熊
本
大
学
准
教
授
の
田
中
尚
人
さ
ん

が
企
画
統
括
を
務
め
ま
す
。
田
中
さ
ん

は
主
に
熊
本
地
域
の
担
当
で
す
（
注
２
）。

熊
本
だ
け
で
な
く
、
沖
縄
も
含
め
た

九
州
地
域
を
中
心
に
多
く
の
高
校
生
た

ち
が
動
画
を
投
稿
し
て
く
れ
ま
し
た
。

ぜ
ひ
水
サ
ミ
ッ
ト
で
公
開
し
て
、
各
国

首
脳
、
日
本
の
水
関
連
の
行
政
や
研
究

者
に
見
て
も
ら
い
た
い
。
30
作
品
ほ
ど

で
す
が
、
W
e
b
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ

て
い
ま
す
（
注
３
）。

ご
覧
い
た
だ
く
と
わ
か
る
と
思
い
ま

す
が
、
高
校
生
た
ち
は
と
て
も
素
朴
に

自
分
の
身
の
回
り
の
水
を
見
つ
め
て
い

ま
す
。
英
語
で
発
信
す
る
こ
と
に
惹
か

れ
て
英
語
部
の
高
校
生
が
動
画
を
つ
く

り
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
や
り
た
い
子

が
加
わ
っ
た
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
指
導
に
あ
た
っ
た
高
校
の
先
生

が
「
く
ま
も
と
『
水
』
検
定
」
を
受
け
た

と
聞
い
て
い
ま
す
。
家
族
や
周
り
の
人

た
ち
も
気
に
な
る
で
し
ょ
う
。

入
り
口
は
な
ん
で
も
い
い
ん
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
水
に
関
心
を
も
つ
層

の
す
そ
野
が
広
が
り
ま

す
か
ら
。
対
象
を
高
校

生
世
代
4

4

と
し
て
い
る
の

は
、
高
校
に
通
っ
て
い

な
く
て
も
興
味
深
い
活

動
を
し
て
い
る
子
ど
も

た
ち
が
い
る
か
ら
で
す
。

今
回
の
水
サ
ミ
ッ
ト

で
は
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
や
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
、
次
世
代
な

ど
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
大
人
も
若
者

も
、
水
に
か
か
わ
っ
て
い
る
人
も
こ
れ

か
ら
か
か
わ
る
人
も
、
包
摂
的
に
ど
う

連
係
し
て
進
む
か
、
私
た
ち
大
人
が
ダ

メ
に
し
て
し
ま
っ
た
水
や
水
環
境
を
ど

う
仕
立
て
直
す
か
―
―
そ
れ
に
は
み
ん

な
で
取
り
組
む
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も

必
要
な
の
で
す
。

（
２
０
２
１
年
12
月
21
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

JR熊本駅の新幹線口（西口)
にある冷水機。熊本市の地下
水がいつでも味わえる

（注2）
詳細は本誌
pp.22-25参照。

（注3）Webサイト
最下部に動画作品の詳細とリンクがある。
https://www.waterforum.jp/ywf/

みんながかかわる熊本地域の水システム

【水と人を育てる】
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水
へ
の
思
索
深
め
る

動
画
作
品
づ
く
り

高
校
生
世
代
が
自
分
の
住
む
地
域
を

起
点
に
、
水
や
水
に
か
か
わ
る
問
題
を

自
分
で
調
べ
、
仲
間
と
と
も
に
考
え
て

動
画
作
品
に
す
る
―
―
。
そ
の
よ
う
な

試
み
が
熊
本
県
を
は
じ
め
と
す
る
九
州

地
方
で
２
０
２
１
年
（
令
和
３
）
に
ス
タ

ー
ト
し
た
。
そ
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

と
な
る
の
は
「
ユ
ー
ス
水
フ
ォ
ー
ラ

ム
・
九
州
」。
若
い
世
代
の
人
材
育
成

の
一
環
と
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
水

フ
ォ
ー
ラ
ム
が
同
年
３
月
22
日
の
「
世

界
水
の
日
」
に
立
ち
上
げ
た
も
の
だ
。

７
月
１
日
に
は
公
式
サ
イ
ト
を
オ
ー

プ
ン
し
、
九
州
・
沖
縄
地
方
８
県
の
高

校
生
世
代
（
15
～
18
歳
）
を
対
象
に
「
水
を

テ
ー
マ
と
し
た
動
画
作
品
」
の
募
集
を

開
始
し
た
。

動
画
作
品
は
３
分
以
内
。
実
写
、
ア

ニ
メ
、
Ｃ
Ｇ
、
ス
ラ
イ
ド
な
ど
表
現
方

法
は
問
わ
な
い
が
、
英
語
で
作
成
す
る
。

日
本
語
の
場
合
は
必
ず
英
語
字
幕
を
つ

今
、
九
州
の
高
校
生
世
代
が
自
分
た
ち
の
身
近
な
水
文
化
を
調
べ
、
そ
の
結
果
を
動

画
と
し
て
世
界
へ
発
信
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
水
フ
ォ
ー

ラ
ム
が
事
務
局
と
な
っ
て
進
め
て
い
る
「
ユ
ー
ス
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
九
州
」
の
活
動
の
一

環
だ
。
当
面
の
目
標
は
、
今
春
、
熊
本
市
で
開
催
予
定
の
「
第
４
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
水

サ
ミ
ッ
ト
」
。
そ
の
後
は
日
本
、
そ
し
て
世
界
各
国
と
つ
な
が
る
持
続
可
能
な
大
き
な

う
ね
り
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

高校生たちの
動画チャレンジ

　　　　　　　身近な水を深く知るために

【地域の魅力発見】

1「ユース水フォーラムくまもと」（YWFK）が参加した各高校で
実施する「熊本の水文化ゼミ」振り返りワークショップ。この日
は尚絅高校を訪ねた 2動画づくりに挑戦するYWFK「熊本
の水文化ゼミ」の初回。熊本県内の8校から30名の高校生が

参加し、「伝えたい水の物語を編む」をテーマにワークショップを
行なった 3白川中流域水土里ネット協議会とYWFKの共催
による「白川中流域田んぼハイスクール2021」。写真は10月
の稲刈り・脱穀体験　2,3提供：田中尚人さん
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け
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
動
画
作
品

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す
る
ほ

か
、
ユ
ー
ス
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
九
州
に

よ
り
日
本
と
海
外
の
高
校
生
世
代
が
交

流
で
き
る
機
会
を
設

け
る
。
ま
ず
は
今
春

予
定
さ
れ
て
い
る
第

４
回
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
水
サ
ミ
ッ
ト
（
以
下
、

水
サ
ミ
ッ
ト
）
で
の
上

映
・
発
信
を
目
指
し

て
い
る
。

た
だ
し
、
動
画
作

品
は
あ
く
ま
で
も
一

つ
の
手
段
だ
。
目
的

は
、
高
校
生
世
代
が

動
画
を
作
成
す
る
過
程
で
身
近
な
水
や

環
境
に
目
を
向
け
、
自
ら
学
び
、
じ
っ

く
り
考
え
、
他
者
の
意
見
を
自
分
な
り

に
吸
収
し
、
望
ま
し
い
未
来
社
会
に
向

け
て
新
た
な
施
策
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
生

む
人
材
を
育
て
る
こ
と
に
あ
る
。

風
土
を
継
承
す
る
の
は

地
元
の
子
ど
も
た
ち

水
サ
ミ
ッ
ト
、
さ
ら
に
そ
の
先
の
持

続
的
な
展
開
に
向
け
て
熊
本
県
内
の
高

校
生
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
の
が

「
ユ
ー
ス
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
く
ま
も
と
」

（
略
称 

Ｙ
Ｗ
Ｆ
Ｋ
）
だ
。
企
画
統
括
は
熊
本

大
学
熊
本
創
生
推
進
機
構
准
教
授
の
田

中
尚
人
さ
ん
が
務
め
て
い
る
。

田
中
さ
ん
の
専
門
は
土
木
史
と
景
観

だ
。
京
都
大
学
時
代
は
琵
琶
湖
疏
水
を
、

岐
阜
大
学
時
代
は
長
良
川
と
郡
上
八
幡

の
人
び
と
の
生
活
を
見
つ
め
る
な
か
で
、

水
に
ま
つ
わ
る
作
法
や
水
を
き
れ
い
に

保
つ
知
恵
が
そ
の
土
地
の
風
景
を
つ
く

っ
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
抱
い
た
。

「
小
学
校
４
年
生
の
地
域
学
習
な
ど
で
、

担
任
の
先
生
と
と
も
に
引
率
役
と
し
て

『
な
ん
で
こ
う
い
う
風
景
に
な
っ
て
い

る
か
わ
か
る
？
』
と
気
づ
き
を
促
す
こ

と
に
長
く
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
地

域
学
習
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
子
ど
も

た
ち
が
ふ
る
さ
と
を
好
き
に
な
る
の
は

と
て
も
よ
い
こ
と
で
す
し
、
そ
の
た
め

に
は
『
水
の
学
習
』
が
非
常
に
効
果
的

だ
と
も
思
っ
て
い
ま
し
た
」
と
田
中
さ

ん
は
言
う
。

自
分
の
ま
ち
を
好
き
に
な
る
こ
と
は

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
（
都
市
に
対
す
る
市
民
の

誇
り
）
の
醸
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

「
そ
の
土
地
土
地
の
風
土
を
継
承
し
て

い
く
の
は
、
や
は
り
地
元
の
子
ど
も
た

ち
が
好
ま
し
い
。
教
育
と
文
化
継
承
は

相
性
が
い
い
と
思
う
の
で
、
同
時
に
や
っ

て
い
く
の
が
い
い
と
感
じ
て
い
ま
し

た
」田

中
さ
ん
は
熊
本
の
各
地
で
子
ど
も

た
ち
と
か
か
わ
り
、
天
草
の
高
校
生
た

ち
と
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
を
つ
く

り
、
熊
本
地
震
の
あ
と
は
益ま
し
き
ま
ち

城
町
の
木

山
中
学
校
で
「
益
城
町
の
今
」
を
伝
え

る
30
秒
ワ
ン
カ
ッ
ト
の
動
画
を
中
学
生

た
ち
が
自
ら
つ
く
る
手
伝
い
も
し
た
。

そ
れ
ら
が
Ｙ
Ｗ
Ｆ
Ｋ
を
始
め
る
縁
と
な

っ
た
。素

朴
な
眼
差
し
が
生
む

水
に
ま
つ
わ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

編
集
部
は
２
０
２
１
年
９
月
に
リ
モ

ー
ト
で
行
な
わ
れ
た
Ｙ

Ｗ
Ｆ
Ｋ
の「
オ
ン
ラ
イ
ン

発
表
会
」
に
参
加
し
た
。

水
の
精
が
高
校
生
に

な
っ
て
現
れ
る
…
…
そ

ん
な
ち
ょ
っ
と
ユ
ー
モ

ラ
ス
な
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

か
ら
、
恵
み
と
脅
威
を

も
た
ら
す
水
の
二
面
性

を
伝
え
る
実
写
版
ム
ー

ビ
ー
。
そ
し
て
、
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
ご
み
を
飲
み

込
ん
だ
魚
や
鳥
は
飢
餓

感
の
な
い
ま
ま
飢
え
死

に
す
る
現
実
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
が
伝
え
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
―
―
。

熊
本
県
の
高
校
生
た
ち
が
つ
く
っ
た
３

分
間
の
シ
ョ
ー
ト
ム
ー
ビ
ー
が
、
次
々

と
画
面
に
映
し
出
さ
れ
る
。

こ
の
日
は
、
Ｙ
Ｗ
Ｆ
Ｋ
に
参
加
す
る

熊
本
県
内
の
５
つ
の
高
校
（
菊
池
高
校
、
熊

本
北
高
校
、
熊
本
商
業
高
校
、
尚
絅
高
校
、
玉
名
高

YWFKの企画統括を務める熊本大学熊本創生推
進機構准教授の田中尚人さん。「『水』というテーマ
は予想以上の効果を生みます。水サミットが終わっ
てもライフワークとしてかかわりつづけます」と語る

YWFK「熊本の水文化ゼミ」を通じて高校生たちが制作した動画。
投稿サイトで見ることができる
https://www.youtube.com/channel/UCU0g_IbLpqg_rq3CdnPR5ag

高校生たちの動画チャレンジ
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校
）、
計
８
グ
ル
ー
プ
の
作
品
が
投
影

さ
れ
た
。
高
校
生
ら
し
い
眼
差
し
な
が

ら
、
見
て
い
る
側
が
驚
く
よ
う
な
表
現

方
法
も
用
い
て
お
り
、
す
ば
ら
し
い
作

品
ば
か
り
だ
。

Ｙ
Ｗ
Ｆ
Ｋ
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
発
表
会

に
至
る
ま
で
計
４
回
の
「
熊
本
の
水
文

化
ゼ
ミ
」
を
重
ね
て
き
た
。
伝
え
た
い

水
の
物
語
を
編
む
「
対
面
演
習
」、
物

語
を
膨
ら
ま
せ
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
演
習

１
」、
各
グ
ル
ー
プ
で
つ
く
っ
た
物
語

の
絵
コ
ン
テ
を
検
討
し
、
撮
影
ノ
ウ
ハ

ウ
も
伝
え
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
演
習
２
」、

各
グ
ル
ー
プ
の
制
作
途
中
の
動
画
を
上

映
す
る
「
試
写
会
」
を
経
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
オ
ン
ラ
イ
ン
主
体
に
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
７
月
末
の
演

習
だ
け
は
対
面
で
実
施
で
き
た
。
そ
れ

が
完
成
度
の
高
さ
に
つ
な
が
っ
た
と
田

中
さ
ん
は
言
う
。

「
本
来
は
３
回
の
対
面
演
習
で
完
成
さ

せ
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
リ
モ
ー
ト
に

せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
し

唯
一
の
リ
ア
ル
開
催
と
な
っ
た
７
月
末

の
演
習
に
は
高
校
生
30
人
が
集
ま
り
、

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
熊
本
の
水
に
関
す
る

キ
ー
ワ
ー
ド
を
考
え
、
そ
こ
か
ら
物
語

を
紡
ぐ
充
実
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が

で
き
た
の
で
す
。
そ
れ
が
効
い
て
い
る

と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
作
品
が

で
き
る
と
は
…
…
期
待
以
上
で
す
」

い
っ
た
ん
完
成
し
た
も
の
の
、
公
開

に
向
け
て
さ
ら
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
も
心
強
い
。

魚
の
目
線
か
ら
気
づ
い
た

「
水
は
み
ん
な
の
も
の
」

２
０
２
１
年
10
月
、
今
度
は
参
加
校

の
一
つ
で
あ
る
尚し
ょ
う
け
い絅高
校
を
訪
ね
た
。

田
中
さ
ん
が
行
な
う
Ｙ
Ｗ
Ｆ
Ｋ
「
熊
本

の
水
文
化
ゼ
ミ
」
の
振
り
返
り
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

形
だ
。

熊
本
市
で
中
高
一
貫
教
育
を
行
な
っ

て
い
る
尚
絅
高
校
は

環
境
教
育
に
熱
心
で
、

阿
蘇
市
門
前
町
の
水

基
巡
り
や
下
草
刈
り

体
験
、
閘こ
う
も
ん門

・
水
源

見
学
な
ど
に
中
学
生

か
ら
取
り
組
ん
で
お

り
、
英
語
教
育
に
も

定
評
が
高
い
。
Ｙ
Ｗ

Ｆ
Ｋ
に
は
２
グ
ル
ー
プ
が
参

加
し
、
い
ず
れ
も
質
の
高
い

動
画
作
品
を
制
作
し
て
い
る
。

こ
の
日
は
２
年
生
７
名
が
出
席
し
た
。

田
中
さ
ん
が
一
人
ひ
と
り
に
動
画
制

作
を
通
じ
て
得
た
学
び
を
聞
い
て
い
く
。

「
誰
に
何
を
ど
う
伝
え
た
い
の
か
を
考

え
る
な
か
で
表
現
力
が
高
ま
っ
た
」「
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
『
ど
う
思
う
？
』
と

問
う
な
ど
他
人
の
話
を
引
き
出
す
力
が

4YWFK「熊本の水文化
ゼミ」の初回。動画制作の
技術面をサポートした崇城
大学芸術学部助教の馬
頭亮太さんほか多くの人た
ちがかかわる。各高校の先
生たちの協力も大きかった
という 52021年9月20日
に行なわれた「オンライン発
表会」の参加者。動画をみ
んなで鑑賞し、相互評価を
行なった 67「熊本の水
文化ゼミ」の修了書を手に
する生徒たち　
提供：田中尚人さん

4

6

水の文化 70号　特集　みんなでつなぐ水　火の国 水の国 熊本

高校生たちがグループごとに作成した絵
コンテ。これをもとに動画撮影をスタート
した　提供：田中尚人さん

5

7
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つ
い
た
」「
イ
チ
か
ら
何
か
を
つ
く
り
上

げ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
知
っ
た
」「『
新

し
い
こ
と
に
挑
戦
し
よ
う
』
と
い
う
気

持
ち
が
前
よ
り
も
強
く
な
っ
た
」
―
―

こ
う
し
た
肯
定
的
な
コ
メ
ン
ト
が
続
く
。

な
か
に
は
「
水
は
私
た
ち
人
間
が
生
き

る
た
め
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、

魚
の
目
線
で
絵
コ
ン
テ
に
し
た
と
き
、

『
水
っ
て
人
間
だ
け
の
も
の
じ
ゃ
な
い

ん
だ
』
と
気
づ
い
た
」
と
言
う
生
徒
も
。

同
校
教
諭
の
金
本
晋
太
郎
さ
ん
は

「
生
徒
た
ち
は
私
が
想
像
し
て
い
た
以

上
に
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
る
な
と
思
い

ま
し
た
。
私
は
彼
女
た
ち
が
困
っ
て
い

そ
う
な
と
き
に
少
し
話
を
す
る
く
ら
い

で
、
基
本
的
に
は
口
出
し
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
傍
で
見
て
い
て
段
々
と
成
長
し

て
い
く
様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
」

と
目
を
細
め
た
。

挑
戦
す
る
心
が

新
た
な
価
値
を
生
む

尚
絅
高
校
の
生
徒
た
ち
の
言
葉
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
Ｙ
Ｗ
Ｆ
Ｋ
の
取
り

組
み
は
一
人
ひ
と
り
の
成
長
を
促
す
。

そ
れ
以
外
に
ど
ん
な
意
義
が
あ
る
の
か
。

「
地
元
の
小
・
中
・
高
校
生
が
か
か
わ

る
と
、
応
援
す
る
地
元
の
人
の
熱
意
も

上
が
る
ん
で
す
」
と
田
中
さ
ん
は
言
う
。

「
天
草
の
ま
ち
づ
く
り
に
十
数
年
携
わ

る
な
か
、
大
学
生
を
連
れ
て
い
っ
て
も

も
ち
ろ
ん
喜
ば
れ
ま

す
が
、
地
元
の
子
が

加
わ
る
と
大
人
た
ち

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
さ

ら
に
グ
ッ
と
高
ま
る

ん
で
す
ね
」

水
文
化
を
介
し
て

地
域
の
な
か
で
老
若

男
女
問
わ
ず
人
が
つ

な
が
る
と
す
れ
ば
、

こ
ん
な
に
す
ば
ら
し

い
こ
と
は
な
い
。

さ
ら
に
田
中
さ
ん

は
、
Ｙ
Ｗ
Ｆ
Ｋ
に
参

加
し
た
高
校
生
た
ち

か
ら
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
意
欲
が

湧
い
た
と
聞
い
て
う
れ
し
か
っ
た
と
振

り
返
る
。

「
日
本
は
人
口
減
少
が
進
ん
で
い
て
、

放
っ
て
お
い
た
ら
右
肩
下
が
り
。
従
来

の
や
り
方
で
は
新
し
い
価
値
や
わ
く
わ

く
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
挑
戦
し
な
い
と

何
も
始
ま
ら
な
い
で
す
か
ら
ね
」

英
語
を
用
い
た
動
画
作
品
を
き
っ
か

け
に
、
高
校
生
世
代
が
世
界
各
地
の
同

世
代
と
つ
な
が
る
こ
と
は
未
来
に
向
け

た
大
き
な
財
産
と
な
る
。
水
を
基
盤
に

持
続
可
能
な
社
会
を
つ
く
っ
て
い
こ
う

と
立
ち
上
げ
た
ユ
ー
ス
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
・

九
州
。
動
画
作
品
の
一
部
は
す
で
に

W
e
b
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
２
０
２
１
年
10
月
11
、
12
日
取
材
）

【地域の魅力発見】

2グループ、計７名で動画を2本制作した尚絅高校の生徒たちと生徒たちによる動画作品

高校生たちの動画チャレンジ

「熊本の水文化ゼミ」振り返りワークショップ（尚絅
高校編）。他校の完成作品を見ることで「自分のなか
にその発想はなかった」「水をより深く学ぶことができ
た」という声も。同年代から大きな刺激を受けたようだ
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ふ
る
さ
と
を

誇
り
に
思
う

子
ど
も
た
ち

人
び
と
巻
き
込
む
八
代
の
市
民
団
体

熊
本
県
に
は
、
次
世
代
育
成
に
お
い
て
九
州
の
な
か
で
も
有
名
な
市
民
団
体
が
あ
る
。

八や
つ
し
ろ代
市し

を
拠
点
に
活
動
す
る
「
次
世
代
の
た
め
に
が
ん
ば
ろ
会
」
だ
。
ほ
ぼ
毎
月
の

よ
う
に
イ
ベ
ン
ト
を
行
な
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
人
び
と
を
巻
き
込
ん

で
い
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
探
っ
た
。

（注）
詳細は本誌pp.22-25参照。

【次世代育成】

球磨川河口に広がる金剛干潟を訪れた
｢エコユースやつしろ」のメンバーたち

熊本県

八代市
●熊本

●人吉

●八代
●

天草 

●
阿蘇

水の文化 70号　特集　みんなでつなぐ水　火の国 水の国 熊本
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球
磨
川
河
口
の

美
し
い
干
潟
で

午
後
２
時
。
熊
本
県
八
代
市
の
や
つ

し
ろ
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
駐
車
場
に
高

校
生
６
人
が
集
ま
っ
た
。
こ
の
日
は

「
ユ
ー
ス
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
九
州
」（
注
）
参

加
用
の
動
画
を
撮
影
す
る
最
終
日
。
保

護
者
の
車
な
ど
に
分
乗
し
て
、
市
内
を

一
望
で
き
る
妙み
ょ
う
け
ん
ぐ
う

見
宮
に
向
か
っ
た
。

６
人
の
高
校
生
は
八
代
高
校
、
八
代

工
業
高
校
、
八
代
東
高
校
に
通
う
。
久

し
ぶ
り
の
対
面
の
せ
い
か
少
し
よ
そ
よ

そ
し
い
感
じ
だ
っ
た
が
、
妙
見
宮
に
着

く
こ
ろ
に
は
打
ち
解
け
て
い
た
。
カ
メ

ラ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
手
に
、
高
台

か
ら
の
風
景
を
撮
影
す
る
。
球く

ま磨
川が

わ

の

河
口
に
広
が
る
美
し
い
干
潟
「
金
剛
干

潟
」
へ
移
動
。
水
際
に
下
り
た
高
校
生

た
ち
は
「
こ
う
か
な
？
」「
い
や
、
こ
ん

な
感
じ
じ
ゃ
な
い
？
」
と
言
葉
を
交
わ

し
な
が
ら
、
立
っ
た
り
座
っ
た
り
し
な

が
ら
自
分
な
り
の
ア
ン
グ
ル
を
見
出
そ

う
と
し
て
い
る
。

高
校
生
た
ち
は
、
八
代
市
を
拠
点
と

す
る
市
民
団
体
「
次
世
代
の
た
め
に
が

ん
ば
ろ
会
」（
以
下
、
が
ん
ば
ろ
会
）
が
２
０

２
１
年
（
令
和
３
）
に
立
ち
上
げ
た
「
エ
コ

ユ
ー
ス
や
つ
し
ろ
」
の
メ
ン
バ
ー
だ
。

エ
コ
ユ
ー
ス
や
つ
し
ろ
は
、
２
０
２
２

年
（
令
和
４
）
４
月
に
熊
本
市
で
開
催
予

定
の
「
第
４
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
水
サ

ミ
ッ
ト
」
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
水
や

干
潟
な
ど
の
水
環
境
を
実
際
に
体
験
し

な
が
ら
学
習
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。
ユ
ー
ス
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
九
州
へ

の
動
画
投
稿
も
そ
の
一
環
だ
。

カ
キ
殻
を
用
い
た

イ
ベ
ン
ト
が
評
判
に

が
ん
ば
ろ
会
が
発
足
し
た
の
は
２
０

０
１
年
（
平
成
13
）。
き
っ
か
け
は
、
そ

の
前
年
に
八
代
市
役
所
が
募
集
し
た
市

民
環
境
研
究
委
員
に
、
が
ん
ば
ろ
会
の

代
表
を
務
め
る
松
浦
ゆ
か
り
さ
ん
と
副

代
表
の
濱
田
律
子
さ
ん
が
応
募
し
た
こ

と
。
委
員
に
は
市
役
所
の
職
員
２
人

（
官
）、
八
代
工
業
高
等
専
門
学
校
の
教

諭
１
人
（
学
）、
そ
し
て
松
浦
さ
ん
と
濱

田
さ
ん
（
民
）
が
お

り
、
こ
の
５
名
の

コ
ア
メ
ン
バ
ー
が

官
学
民
に
よ
る
が

ん
ば
ろ
会
を
立
ち

上
げ
た
。

た
だ
し
、
最
初

は
何
を
や
ろ
う
か

定
ま
ら
な
か
っ
た

と
松
浦
さ
ん
、
濱

田
さ
ん
は
振
り
返

る
。

「
八
代
工
業
高
等

専
門
学
校
か
ら
北

九
州
市
立
大
学
に

移
っ
た
あ
と
も
毎
月
の
定
例
会
に
通
っ

て
く
れ
た
森
田
洋
教
授
か
ら
『
カ
キ
の

殻
を
用
い
た
水
質
浄
化
活
動
が
あ
る
け

ど
や
っ
て
み
ま
す
か
？
』
と
提
案
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
ず
は
や
っ
て
み
る
こ
と

に
し
た
ん
で
す
」
と
松
浦
さ
ん
は
言
う
。

と
こ
ろ
が
、
カ
キ
の
殻
が
ど
こ
で
手

に
入
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
天
草
に

行
け
ば
転
が
っ
て
い
る
と
も
聞
い
た
が

定
か
で
は
な
い
。
市
役
所
の
職
員
が

「
地
元
・
八
代
の
二
見
漁
港
に
あ
る
」

と
い
う
情
報
を
つ
か
ん
で
き
た
。

「
天
然
の
小
さ
な
カ
キ
が
あ
っ
た
の
で
、

そ
れ
を
拾
い
に
行
く
こ
と
に
し
ま
し

た
」
と
松
浦
さ
ん
。
ど
う
や
っ
て
拾
お

う
か
、
拾
っ
た
カ
キ
の
殻
は
玉
ね
ぎ
の

ネ
ッ
ト
に
入
れ
た
ら
い
い
の
か
ね
、
な

ど
手
探
り
で
活
動
を
始
め
た
。

水
質
浄
化
の
場
所
は
濱
田
さ
ん
が
見

つ
け
て
き
た
小
学
校
の
前
の
排
水
路
。

子
ど
も
た
ち
を
30
人
集
め
て
、
市
役
所

の
協
力
も
得
な
が
ら
排
水
路
に
カ
キ
の

殻
を
投
入
。
こ
の
活
動
を
地
元
の
新
聞

社
が
大
き
な
記
事
に
し
た
こ
と
で
、
が

ん
ば
ろ
会
の
名
が
広
が
っ
た
。

手
に
負
え
な
い
と
こ
ろ
は

地
元
の
高
校
生
に

初
回
は
成
功
し
た
が
、
カ
キ
の
殻
を

取
り
に
行
っ
て
運
び
、
排
水
路
に
投
入

す
る
の
は
重
労
働
。「
高
校
生
た
ち
に

ふ
る
さ
と
を

誇
り
に
思
う

子
ど
も
た
ち

（注）
詳細は本誌pp.22-25参照。

1「ユース水フォーラム・九州」への動画投稿を目指して奮闘 23市内を
一望できる妙見宮で思い思いに撮影 4次世代のためにがんばろ会の代
表を務める松浦ゆかりさん（左）と副代表の濱田律子さん（右）

23
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ふるさとを誇りに思う子どもたち
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手
伝
っ
て
も
ら
お
う
」
と
考
え
た
。

あ
る
日
、
濱
田
さ
ん
が
手
が
け
て
い

た
藺い

草ぐ
さ

石
け
ん
の
製
造
作
業
を
、
八
代

工
業
高
校
ラ
グ
ビ
ー
部
の
顧
問
が
見
学

に
来
た
。
ヘ
ル
プ
を
頼
む
と
、
バ
ス
を

２
台
仕
立
て
て
参
加
し
て
く
れ
る
こ
と

に
。「
高
校
生
が
来
て
く
れ
る
の
な
ら
」

と
当
日
は
焼
き
鳥
や
焼
き
そ
ば
、
そ
う

め
ん
流
し
を
用
意
。
堅
苦
し
く
な
い

「
カ
キ
殻
祭
り
」
に
仕
立
て
上
げ
た
。

「
そ
れ
も
ま
た
話
題
に
な
っ
て
、
次
の

年
は
八
代
高
校
が
『
う
ち
も
参
加
し
ま

す
』
と
。
高
校
同
士
が
競
い
合
う
よ
う

に
人
数
が
増
え
て
い
き
、
最
終
的
に
は

八
代
清
流
高
校
が
全
校
生
徒
、
八
代
高

校
は
１
年
生
８
ク
ラ
ス
全
員
、
そ
の
ほ

か
市
内
す
べ
て
の
高
校
（
７
校
）
が
来
て

く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
松
浦

さ
ん
と
濱
田
さ
ん
は
微
笑
む
。

規
模
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
た
の
で
い

っ
た
ん
休
ん
だ
も
の
の
、「
生
徒
た
ち

が
参
加
で
き
る
活
動
は
も
う
し
な
い
の

で
す
か
？
」
と
高
校
側
か
ら
言
わ
れ
、

「
八
代
海
河
川
・
浜
辺
の
大
そ
う
じ
大

会
」（
以
下
、
大
そ
う
じ
大
会
）
を
案
内
す
る
。

人
数
は
年
々
増
え
、
２
０
２
１
年
は
八

代
市
内
の
７
つ
の
高

校
か
ら
有
志
の
高
校

生
、
大
学
生
、
大
学

教
授
、
企
業
、
団
体
、

行
政
な
ど
約
７
０
０

人
が
参
加
し
た
。

と
は
い
え
、
単
に
人
数
を
集
め
た
い

わ
け
で
は
な
い
。
が
ん
ば
ろ
会
の
活
動

で
共
通
す
る
の
は
「
や
り
っ
ぱ
な
し
に

し
な
い
」
こ
と
。
大
そ
う
じ
大
会
で
ご

み
拾
い
や
流
木
集
め
が
終
わ
っ
た
ら
、

ご
み
の
分
別
学
習
会
を
行
な
う
。
八
代

海
で
獲
れ
た
ア
ナ
シ
ャ
コ
や
イ
カ
を
食

べ
て
故
郷
の
味
を
体
感
し
、
不
法
投
棄

の
現
実
を
知
ら
せ
る
パ
ネ
ル
も
展
示
す

る
。
地
元
愛
好
会
に
よ
る
野
鳥
観
察
会

を
通
じ
て
、
多
様
な
渡
り
鳥
が
飛
来
す

る
八
代
の
自
然
の
豊
か
さ
も
伝
え
る
。

小
学
生
を
対
象
と
す
る
「
子
ど
も
ご

み
パ
ト
ロ
ー
ル
」
で
は
、

小
学
校
で
出
前
授
業
を

行
な
い
、
水
問
題
と
ご

み
問
題
を
意
識
さ
せ
る
。

実
際
に
ご
み
を
拾
う
と

き
、「
大
人
の
ご
み
」
と

「
子
ど
も
の
ご
み
」
を
分
け
て
数
え
さ

せ
る
。

「
タ
バ
コ
と
か
缶
コ
ー
ヒ
ー
、
弁
当
容
器

な
ど
は
大
人
の
ご
み
。
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ

ィ
ー
の
袋
な
ど
は
子
ど
も
の
ご
み
。
わ

か
ら
な
い
も
の
は
真
ん
中
へ
。
そ
う
す

る
と
大
人
の
ご
み
ば
か
り
に
な
る
ん
で

す
ね
。
感
想
文
を
書
か
せ
る
と『
な
ん
で

大
人
は
こ
ん
な
に
ご
み
を
捨
て
る
ん

だ
！
』と
怒
っ
て
い
ま
す
」
と
松
浦
さ
ん
。

そ
ん
な
子
の
周
り
の
大
人
が
う
っ
か

り
ご
み
を
捨
て
た
ら
「
だ
め
じ
ゃ
な
い

か
！
」
と
叱
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
体

験
を
通
じ
て
八

代
の
子
ど
も
た

ち
が
水
や
自
然
を
学
び
、
故
郷
に
愛
着

を
も
つ
こ
と
を
が
ん
ば
ろ
会
は
重
視
し

て
い
る
。

そ
う
そ
う
た
る
面
々
が

協
力
す
る
理
由

が
ん
ば
ろ
会
の
活
動
で
驚
く
の
は
外

部
協
力
者
も
多
士
済
々
で
あ
る
こ
と
だ
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
毎
年
行
な
っ
て
い

る
「
青
少
年
水
サ
ミ
ッ
ト
」。
２
０
２

１
年
は
10
月
に
「
八
代
の
水
」
を
テ
ー

マ
に
「
生
物
」「
環
境
」「
防
災
」
に
つ
い

て
専
門
家
を
招
き
、
講
座
を
開
い
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
だ

っ
た
が
、
講
師
陣
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

の
研
究
者
や
有
識
者
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
。

な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
の
人
を
集
め
ら
れ
る

の
か
。
松
浦
さ
ん
は
「
会
員
が
す
ご
い

ん
で
す
よ
」
と
言
う
。

「
会
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
が
ん
ば

ろ
会
以
外
の
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
私
も
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
役
員
を
30
年
ほ

ど
務
め
て
い
ま
し
た
。
担
任
の
先
生
に

『
授
業
さ
せ
て
く
だ
さ
い
』
と
お
願
い

す
る
。
異
動
し
た
ら
、
着
任
先
に
も
企

画
書
と
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
持
参

し
て
『
先
生
、
ま
た
授
業
さ
せ
て
』
と
」

た
だ
し
、
た
だ
お

願
い
す
る
だ
け
で
な

く
、
が
ん
ば
ろ
会
が

逆
に
無
理
す
る
こ
と

八代市内の高校に通う「エコユースやつしろ」のメンバーたち

ごみ拾い開始

八代地域の河川や
浜辺のごみ、不法投棄
の実態をパネル展示

地元漁師が
八代海で獲った

アナシャコや
イカを試食

拾ったごみの

分別学習
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も
あ
る
。
小
学
生
が
移
動
す
る
際
、
通

常
な
ら
バ
ス
１
台
で
よ
い
が
コ
ロ
ナ
禍

で
は
バ
ス
２
台
が
必
要
だ
っ
た
ら
予
算

が
な
く
て
も
用
意
す
る
。
松
浦
さ
ん
は

「
こ
ち
ら
か
ら
頼
む
ば
か
り
で
は
だ
め

で
す
か
ら
ね
」
と
話
す
。

令
和
２
年
７
月
豪
雨
に
よ
り
球
磨
川

流
域
は
大
き
な
被
害
を
受
け
た
が
、
泥

出
し
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
八
代
市
の
秀

岳
館
高
校
を
後
方
支
援
し
た
際
、
が
ん

ば
ろ
会
は
「
自
分
た
ち
の
手
柄
」
に
し

な
か
っ
た
。
集
ま
っ
た
物
資
や
義
援
金

を
秀
岳
館
高
校
に
届
け
る
と
き
、
ど
の

品
が
ど
ん
な
人
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
の

か
を
書
き
出
し
、
義
援
金
を
い
た
だ
い

た
百
数
十
名
の
人
た
ち
に
は
領
収
証
と

高
校
に
届
け
た
際
の
写
真
を
添
付
し
て

郵
送
し
た
。
そ
う
し
た
姿
勢
が
多
く
の

人
び
と
を
巻
き
込
む
源
泉
な
の
だ
ろ
う
。

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に

つ
な
が
る
人
と
人

20
年
間
紡
ぎ
つ
づ
け
て
き
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
、「『
こ
の
人
！
』
と
思
っ
た

ら
口
説
き
ま
す
。
私
、
厚
か
ま
し
い
ん

で
す
」
と
笑
う
松
浦
さ
ん
の
お
人
柄
、

そ
し
て
時
に
は
少
し
無
茶
な
松
浦
さ
ん

の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
す
ぐ
形
に
す
る
濱
田

さ
ん
の
支
え
る
力
が
中
心

に
あ
る
。
そ
し
て
、
高
校

生
で
初
め
て
参
加
、
今
は

市
役
所
に
勤
め
つ
つ
イ
ベ

ン
ト
で
司
会
を
務
め
る
メ

ン
バ
ー
や
、
大
学
生
の
と

き
に
出
会
っ
て
就
職
後
も

ド
ロ
ー
ン
映
像
を
担
当
す
る
メ
ン
バ
ー

も
い
る
。
蒔
い
た
種
は
芽
吹
い
て
い
る
。

一
度
聞
い
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
の

名
称
は
「
自
分
た
ち
が
や
り
た
い
こ
と

を
そ
の
ま
ま
名
前
に
し
ま
し
た
。
が
ん

ば
ろ
う
で
は
な
く
『
が
ん
ば
ろ
か
い
』。

八
代
弁
で
す
」
と
濱
田
さ
ん
は
言
う
。

か
つ
て
松
浦
さ
ん
が
市
民
環
境
研
究

委
員
に
応
募
し
た
の
は
、
子
ど
も
た
ち

が
健
全
に
、
健
康
に
育
つ
に
は
食
の
安

全
が
大
切
だ
と
考
え
た
か
ら
だ
。
食
の

安
全
は
、
水
を
は
じ
め

と
す
る
自
然
環
境
が
よ

く
な
け
れ
ば
果
た
せ
な

い
。
子
ど
も
た
ち
が
八

代
を
好
き
に
な
る
た
め

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ン

バ
ー
が
自
分
の
強
み
や

で
き
る
こ
と
を
活
か
し
て
知
恵
を
出
し

合
う
。
活
動
で
知
り
合
っ
た
「
こ
の

人
！
」
と
思
う
人
に
は
臆
せ
ず
相
談
す

る
。
人
は
頼
ら
れ
た
ら
悪
い
気
は
し
な

い
も
の
。
し
か
も
子
ど
も
た
ち
の
た
め
、

地
域
の
た
め
に
な
る
こ
と
ば
か
り
。
が

ん
ば
ろ
会
の
賛
同
者
は
増
え
て
い
く
。

先
日
あ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
「
カ
キ
殻
祭

り
」
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
に
松
浦

さ
ん
と
濱
田
さ
ん
は
気
づ
い
た
。「
オ

レ
昔
行
っ
て
た
」「
ス
イ
カ
割
り
し
た
よ

ね
」「
そ
う
め
ん
食
べ
た
な
」
―
―
そ
ん

な
会
話
を
見
た
と
う
れ
し
そ
う
に
話
し

て
く
れ
た
。
幸
せ
な
思
い
出
は
生
ま
れ

故
郷
を
離
れ
て
も
残
る
。
い
っ
た
ん
外

に
出
た
と
し
て
も
、
八
代
に
戻
っ
て
く

る
若
者
は
き
っ
と
い
る
は
ず
だ
。

（
２
０
２
１
年
10
月
10
日
取
材
）

【次世代育成】

次世代のためにがんばろ会が主催する「八代海河川・浜辺の大そうじ大会」（写真は2019年6月）。2021年は八代市内の７つの高校から有志の高校生、大学生、大学教授、企業、団体、行政など約700人が参加した

高校生たちは八代海で獲れたアナシャコやイカを食べて故郷の味を体感する。また、不法投棄の現実を知らせるパネルも展示。地元愛好会による野鳥観察会では、高校生たちに八代の自然の豊かさを伝える

球磨川河口での集合写真

流木を集める高校生たち

八代野鳥愛好会による野鳥観察会

地元漁師が
八代海で獲った

アナシャコや
イカを試食

拾ったごみの

分別学習
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阿蘇北外輪山から見たカルデラ内の様子。火口原と呼ばれる平坦
な土地には阿蘇市、高森町、南阿蘇村があり、約4.5万人が暮らす

信
仰
と
結
び
つい
た

湧
水
の
自
治
管
理

　

私
が
琵
琶
湖
博
物
館
か
ら
熊
本
大
学

へ
転
任
し
た
と
き
に
も
っ
と
も
驚
い
た

の
は
「
熊
本
で
は
使
わ
れ
て
い
る
湧
水

が
人
里
近
い
場
所
に
数
多
い
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
左
上
の
写
真
は
南
阿
蘇
村

で
す
が
、
女
性
が
川
で
大
根
を
洗
っ
て

い
ま
す
ね
。
ま
る
で
「
桃
太
郎
」
の
よ

う
な
風
景
で
す
。
熊
本
に
は
こ
う
い
う

場
所
が
か
な
り
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

琵
琶
湖
に
お
け
る
水
と
環
境
の
問
題

阿
蘇
五
岳
を
中
心
と
す
る
阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
は
天
然
水
が
湧

き
出
す
水
源
の
宝
庫
だ
。
そ
こ
に
は
、
熊
本
地
域
と
は
ま

た
異
な
る
水
へ
の
接
し
方
、
暮
ら
し
方
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

琵
琶
湖
か
ら
熊
本
へ
と
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
を
移
し
た
熊
本

大
学
大
学
院
教
授
の
牧
野
厚
史
さ
ん
に
、
県
外
出
身
者

か
ら
見
た
熊
本
の
湧
水
の
特
徴
や
阿
蘇
周
辺
に
残
る
水
利

用
と
人
び
と
の
暮
ら
し
な
ど
を
お
聞
き
し
た
。

Atsushi Makino
1961年兵庫県生まれ。関西学院大学経
済学部卒業、関西学院大学大学院社会
学研究科社会学専攻。博士（社会学）。
滋賀県立琵琶湖博物館学芸員を経て、
2011年に熊本大学文学部教授に就任。
2017年より現職。地域研究のほか、熊本
の地下水保全やCOC事業（地［知］の拠
点大学による地方創生推進事業）にも力
を注ぐ。環境社会学会の会長も務める。

インタビュー

牧野厚史さん

熊本大学大学院 
人文社会科学研究部 教授

地
域
の
古
層
か
ら
探
る
水
利
用

人
び
と
の

暮
ら
し

阿
蘇
の

湧
水
と

【湧水のある暮らし】

30水の文化 70号　特集　みんなでつなぐ水　火の国 水の国 熊本



熊本県南阿蘇村の水源で大根を洗う女性。今もこうした水の使われ方がある
提供：牧野厚史さん

を
調
査
・
研
究
し
て
い
た
の
で
、
熊
本

に
来
た
当
初
は
「
湖
が
な
い
…
…
」
と

困
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
阿
蘇
は
九
州

北
部
の
大
水
源
地
で
す
。「
湖
と
山
の
違

い
は
あ
る
け
れ
ど
、
ど
ち
ら
も
同
じ
水

源
だ
」
と
気
づ
き
ま
し
た
。
琵
琶
湖
で

培
っ
た
調
査
・
研
究
の
手
法
が
応
用
で

き
る
と
思
い
、
阿
蘇
周
辺
を
調
べ
は
じ

め
た
の
で
す
。
例
え
ば
南
阿
蘇
村
に
行

く
と
、
熊
本
市
内
か
ら
水
汲
み
に
来
る

人
が
い
た
り
、
地
元
の
子
ど
も
た
ち
が

お
い
し
そ
う
に
湧
水
を
飲
ん
で
い
ま
す
。

南
阿
蘇
村
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
水

質
汚
染
が
進
ま
ず
湧
水
を
今
も
そ
の
ま

ま
飲
用
に
で
き
る
地
域
も
多
い
の
で
す
。

　

一
方
、
近
畿
圏
の
大
水
源
地
で
あ
る

琵
琶
湖
の
水
質
は
１
９
７
０
年
代
に
悪

化
が
表
面
化
し
ま
し
た
。
悪
化
に
は
、

水
と
人
間
と
の
関
係
の
疎
遠
化
が
か
か

わ
っ
て
い
ま
す
。
水
道
の
普
及
に
伴
っ

て
川
の
利
用
が
減
り
、
川
に
か
か
わ
る

組
織
が
弱
体
化
し
「
水
離
れ
」
が
起
き

た
の
で
す
。
琵
琶
湖
地
域
に
限
ら
ず
、

水
道
普
及
率
が
１
０
０
％
へ
近
づ
く
に

つ
れ
、
水
離
れ
は
全
国
に
拡
大
し
て
い

き
ま
し
た
。

　

湧
水
が
多
く
、
地
下
水
を
水
道
原
水

と
す
る
熊
本
で
も
、
水
道
普
及
に
よ
る

水
離
れ
と
、
化
学
肥
料
や
家
畜
排
せ
つ

物
な
ど
を
主
因
と
す
る
硝
酸
態
窒
素
の

汚
染
が
生
じ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
水

道
が
普
及
し
て
も
南
阿
蘇
村
の
よ
う
な

人
び
と
の

暮
ら
し

阿
蘇
の

湧
水
と
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1阿蘇中岳の山麓に放牧されている牛たち。奥に見えるのは阿蘇
の外輪山 2南阿蘇村の竹崎水源。湧出量が豊富で、ここから川の
ように流れ、水田の灌漑用水として使われる 3南阿蘇村の塩井社
水源から流れ出る水。水源の横には水神を祀った塩井神社がある

1

2

3

地
域
で
は
湧
水
へ
の
関
心
が
低
下
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

湧
水
を
管
理
し
て
い
る
の
は
多
く
の

場
合
、
集
落
の
自
治
組
織
で
、
月
に
一

度
、
湧
水
地
の
掃
除
を
し
て
い
る
地
域

も
あ
り
ま
す
。
掃
除
し
て
い
る
湧
水
を

訪
ね
る
と
、
盛
り
塩
が
し
て
あ
り
ま
し

た
。「
な
ぜ
塩
を
置
い
て
い
る
の
で
す

か
？
」
と
尋
ね
る
と
、
地
元
の
人
は

「
湧
水
に
は
水
神
様
が
い
る
も
の
だ
ろ

う
。
知
ら
な
い
の
か
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
湧
水
を
見
守
る
よ
う
な
位
置
に
神

社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
信
仰
と
水
利

用
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

信
仰
と
結
び
つ
い
た
地
域
社
会
に
よ

る
湧
水
の
自
治
管
理
が
、
阿
蘇
の
水
離

れ
を
防
い
だ
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ

る
の
で
す
。

水
離
れ
を
防
い
だ

阿
蘇
の
コ
モ
ン
ズ

　

水
が
守
ら
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
理

由
と
し
て
、「
水
の
背
後
に
あ
る
山
の
利

用
」
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

阿
蘇
の
地
下
水
は
山
麓
斜
面
の
崖
下

か
ら
湧
き
出
て
い
ま
す
。
そ
の
集
水
域

は
ど
こ
か
と
い
う
と
、
背
後
の
山
野
に

広
が
る
牛
の
放
牧
地
「
牧ぼ
く

野や

」（
注
）。
阿

蘇
地
域
で
は
畜
産
農
家
が
牧
野
組
合
を

つ
く
っ
て
放
牧
地
を
管
理
し
て
い
ま
す
。

湧
水
の
集
水
域
で
あ
る
放
牧
地
は
、
私

的
所
有
に
属
さ
な
い
共
同
利
用
地
、
す

な
わ
ち
コ
モ
ン
ズ
（
共
有
資
源
）
で
す
。

牧
野
組
合
や
集
落
の
合
意
が
な
け
れ
ば

勝
手
に
開
発
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
例
え
ば
別
荘
地
と
し
て
開

発
さ
れ
た
た
め
に
土
壌
が
汚
染
さ
れ
、

水
が
飲
め
な
く
な
っ
た
地
域
も
国
内
に

は
あ
る
の
で
す
。
集
水
域
の
放
牧
地
を

コ
モ
ン
ズ
と
し
て
守
っ
て
き
た
こ
と
が
、

阿
蘇
の
水
が
守
ら
れ
て
い
る
も
う
一
つ

の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
地
域
で
は
稲
作
、
畑
作
、
放
牧

を
組
み
合
わ
せ
た
複
合
農
業
が
盛
ん
で

し
た
。
田
畑
を
耕
し
つ
つ
コ
モ
ン
ズ
と

し
て
の
牧
草
地
で
放
牧
す
る
生
活
ス
タ

イ
ル
が
、
水
源
の
保
全
に
つ
な
が
っ
た

の
で
す
。
放
牧
さ
れ
た
牛
た
ち
の
飲
む

水
も
湧
水
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

古
く
は
母
牛
を
飼
い
子
牛
を
産
ま
せ

る
繁
殖
農
家
が
主
で
、
２
～
３
頭
を
飼

育
す
る
小
規
模
農
家
が
ほ
と
ん
ど
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
１
９
６
０
年
代
以
降

の
農
業
近
代
化
で
規
模
の
拡
大
が
進
み
、

牛
の
数
は
増
え
ま
し
た
が
、
牛
を
飼
う

農
家
の
数
は
減
り
つ
づ
け
ま
し
た
。
最

近
で
は
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
で
廃
業

す
る
畜
産
農
家
も
増
え
、
牛
の
数
も
減

っ
て
い
ま
す
。
草
原
を
維
持
す
る
た
め
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よく固まった火山岩層は、水を通しにくい

砂、礫、シルト、火山灰などからなる、
水を通しやすい層降水

火山灰層

中岳、高岳などの
中央火口丘

山麓斜面の崖下
などから湧水

白川溶岩

凝灰角礫岩
（火山灰と火山岩片
が固まった岩石）

（注）牧野
主として家畜の放牧またはその飼料
もしくは敷料（家畜小屋に敷く草類）
の採取の目的に供される土地を指す。

■阿蘇の湧水のしくみ（阿蘇山型）

※阿蘇カルデラ内の地下水には、外輪山型、阿蘇山型、赤水型、下田型などがある
環境省『阿蘇の草原ハンドブック』を参考に編集部作成

の
野
焼
き
作
業
が
難
し
く
な
る
な
ど
、

水
源
と
し
て
の
草
原
も
課
題
に
直
面
し

て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
。

湧
水
は
緊
急
時
の

バッ
ク
ア
ッ
プ
水
源

　

国
内
を
見
る
と
、
一
般
的
に
水
道
が

引
か
れ
る
と
湧
水
を
手
放
す
地
域
は
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
熊
本
・
阿
蘇
は

湧
水
を
手
放
さ
な
か
っ
た
地
域
が
多
い

の
で
す
。
そ
の
結
果
、
湧
水
が
「
緊
急

時
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
水
源
」
と
し
て
機

能
し
て
い
ま
す
。

　

現
に
２
０
１
６
年
（
平
成
28
）
の
熊
本

地
震
で
は
そ
の
強
み
を
発
揮
し
ま
し
た
。

熊
本
市
内
全
域
で
32
万
戸
以
上
が
断
水

し
ま
し
た
が
、
湧
水
が
飲
め
る
地
域
で

は
困
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
自
衛
隊

の
給
水
車
が
湧
水
か
ら
あ
ま
り
に
水
を

た
く
さ
ん
汲
む
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
は

枯
れ
て
し
ま
う
と
心
配
に
な
り
、「
そ
れ

以
上
汲
む
の
は
や
め
て
く
れ
」
と
言
っ

た
住
民
が
い
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
検

査
を
し
た
ら
簡
易
水
道
の
水
源
よ
り
も

地
元
の
湧
水
の
水
質
の
方
が
よ
か
っ
た

こ
と
を
自
慢
す
る
人
も
い
ま
す
。

　

生
活
用
水
の
み
な
ら
ず
飲
料
水
に
も

使
え
る
湧
水
で
あ
る
こ
と
は
、
災
害
時

の
脆
弱
性
の
縮
減
に
大
き
く
貢
献
し
ま

す
。
い
ざ
と
い
う
時
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

水
源
の
意
義
を
、
度
重
な
る
災
害
の
な

か
で
人
び
と
は
実
感
し
た
は
ず
で
す
。

地
域
の
水
が
信
頼
で
き
る
か
で
き
な
い

か
で
、
災
害
へ
の
備
え
も
変
わ
る
の
で

す
。

　

た
だ
し
、
水
は
恵
み
だ
け
で
な
く
当

然
、
災
い
も
も
た
ら
し
ま
す
。
阿
蘇
は

水
に
か
か
わ
る
災
害
も
多
い
地
域
で
す
。

例
え
ば
土
石
流
。
土
砂
止
め
の
工
夫
と

し
て
、
ま
る
で
環
濠
集
落
の
よ
う
に
空

堀
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
地
域
も
あ
る
の

は
、
水
の
恵
み
と
と
も
に
怖
さ
も
熟
知

し
て
い
る
か
ら
で
、
こ
れ
も
ま
た
水
離

れ
し
て
い
な
い
結
果
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
こ
の
よ
う
な
身
に
染
み
た
知
恵
を
、

次
世
代
や
移
住
者
に
継
承
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

地
域
の
歴
史
か
ら
学
ぶ

水
の
多
面
的
な
使
い
方

　

同
じ
地
下
水
を
水
源
と
し
て
い
て
も
、

先
に
挙
げ
た
よ
う
な
水
離
れ
を
防
ぐ
要

因
の
見
当
た
ら
な
い
市
街
地
で
は
、
コ

モ
ン
ズ
と
し
て
の
水
利
用
の
意
識
は
希

薄
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

都
市
化
に
伴
い
、
蛇
口
の
水
が
ど
こ

か
ら
来
て
い
る
か
関
心
が
薄
れ
る
の
は
、

し
か
た
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
や
り
方
次
第
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
滋
賀
の
場
合
、「
び
わ
湖
の
日

（
７
月
１
日
）」
の
川
掃
除
、
ホ
タ
ル
の
観

察
会
な
ど
疎
遠
に
な
っ
た
水
と
人
と
の

関
係
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
あ
の
手
こ

の
手
を
講
じ
ま
し
た
。

　

そ
の
一
つ
に
、
琵
琶
湖
と
水
田
の
間

を
魚
類
が
行
き
来
し
て
産
卵
・
繁
殖
し

て
い
た
か
つ
て
の
水
田
機
能
を
回
復
さ

せ
る
た
め
に
魚
道
を
設
置
す
る
「
魚
の

ゆ
り
か
ご
水
田
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
農
家
で
も
あ
る
職
員

が
自
分
の
水
田
で
試
し
て
、
実
際
に
魚

が
産
卵
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
。「
琵
琶
湖
は

大
切
だ
」
と
い
う
表
象
づ
く
り
に
一
定

程
度
、
成
功
し
た
と
思
い
ま
す
。
今
は

「
琵
琶
湖
の
た
め
に
」
と
い
う
と
若
者

た
ち
が
動
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
地
域
の
生
活
文
化
に
密
着

し
た
包
括
的
な
視
点
が
重
要
な
の
で
す
。

か
つ
て
の
水
田
機
能
に
目
を
向
け
る
な

ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た
相
互
作
用
で
文
化

は
生
ま
れ
得
る
も
の
で
す
。
逆
に
「
温

暖
化
を
防
ぐ
た
め
に
」「
水
資
源
を
守

る
た
め
に
」
と
い
っ
た
、
正
し
い
け
れ

ど
抽
象
的
な
動
機
づ
け
だ
け
で
は
多
く

の
人
び
と
は
動
け
ま
せ
ん
。

　

当
然
で
す
が
滋
賀
に
は
滋
賀
の
や
り

方
が
あ
る
し
、
熊
本
に
は
熊
本
の
や
り

方
が
あ
る
。
そ
れ
は
全
国
ど
こ
の
地
域

で
も
同
じ
こ
と
で
す
。
暮
ら
し
ぶ
り
は

地
域
ご
と
に
違
う
の
で
、
ど
こ
か
よ
そ

の
し
く
み
を
移
植
す
る
と
、
切
り
花
を

植
え
る
の
と
同
じ
で
、
根
が
な
い
か
ら

枯
れ
ま
す
。
水
田
を
魚
類
の
産
卵
場
所

に
す
る
滋
賀
の
活
動
が
定
着
し
つ
つ
あ

る
の
は
、
か
つ
て
そ
う
だ
っ
た
こ
と
を

蘇
生
さ
せ
る
試
み
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

日
本
に
は
、
ど
ん
な
地
域
で
も
水
を

み
ん
な
で
工
夫
し
な
が
ら
使
っ
て
き
た

経
験
が
あ
り
ま
す
。
地
域
の
暮
ら
し
ぶ

り
に
合
っ
た
水
の
多
面
的
な
使
い
方
を
、

そ
の
土
地
の
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
。
そ

こ
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

（
２
０
２
１
年
12
月
24
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

【湧水のある暮らし】
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▲阿蘇山

高森町

熊本

八代

天草

水俣

白川

菊池川

緑川

球磨川

高森湧水
トンネル公園

▲阿蘇山

高森町

熊本

八代

天草

水俣

白川

菊池川

緑川

球磨川

高森湧水
トンネル公園

有明海

島原湾

豊肥本線

九
州
新
幹
線

2

湧
水
の
大
切
さ
を
未
来
に
阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
南
側
の
火
口
原
（
平
坦
地
）

は
「
南な

ん

郷ご
う

谷だ
に

」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
に

位
置
す
る
熊
本
県
の
高
森
町
は
宮
崎
県

の
高
千
穂
町
と
鉄
道
で
結
ば
れ
る
は
ず

だ
っ
た
。
ト
ン
ネ
ル
建
設
工
事
に
よ
る

出
水
事
故
で
周
辺
の
湧
水
が
枯
れ
て
し

ま
っ
た
が
、
そ
の
後
に
配
水
シ
ス
テ
ム

を
つ
く
り
直
し
た
高
森
町
を
訪
ね
た
。

つ
く
り
直
さ
れ
た
配
水
シ
ス
テ
ム

【阿蘇・南郷谷】
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▲阿蘇山

高森町

熊本

八代

天草

水俣

白川

菊池川

緑川

球磨川

高森湧水
トンネル公園

▲阿蘇山

高森町

熊本

八代

天草

水俣

白川

菊池川

緑川

球磨川

高森湧水
トンネル公園

有明海

島原湾

豊肥本線

九
州
新
幹
線

1「高森湧水トンネル公園」の入り口付近 2トンネル工事で水が枯れ、今は湧水トンネルの水を引いている「角の宮（つのみや）
水源」 3工事後に農業用水の溜池として整備された「別所の堤」 4トンネルの奥に設置されている「ウォーターパール」。特殊ス
トロボを利用した湧水のアトラクションだ 5出水事故当時のモノクロ写真。高森湧水トンネル公園の上にある「湧水館」で見るこ
とができる 6高森町役場建設課の山田耕生さん。故郷を離れ隣県で過ごした学生時代に高森の水のおいしさに気づいたと話す

1

3

4

5

6

公
園
の
な
か
に
あ
る

不
思
議
な
ト
ン
ネ
ル

　

大
分
県
、
宮
崎
県
と
隣
接
し
、
阿
蘇

五
岳
と
南
外
輪
山
の
間
に
位
置
す
る
高

森
町
。
Ｊ
Ｒ
豊ほ
う

肥ひ

本
線
の
立た

て

野の

駅
か
ら

東
南
へ
向
か
う
南
阿
蘇
鉄
道
の
終
点
が

高
森
駅
で
、
白
川
水
系
の
最
源
流
の
根ね

子こ

岳だ
け

を
望
む
こ
の
地
域
は
、「
南
阿
蘇
の

奥
座
敷
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

高
森
駅
か
ら
徒
歩
10
分
の
と
こ
ろ
に

「
高
森
湧
水
ト
ン
ネ
ル
公
園
」
が
あ
る
。

噴
水
池
脇
の
遊
歩
道
を
進
む
と
、
ト
ン

ネ
ル
に
行
き
着
く
。
内
部
に
入
る
と
、

中
央
に
水
路
が
あ
り
水
が
流
れ
て
い
る
。

　

実
は
こ
の
ト
ン
ネ
ル
、
か
つ
て
鉄
道

用
に
掘
ら
れ
た
も
の
だ
。
旧
国
鉄
の
時

代
、
高
森
か
ら
宮
崎
県
の
高
千
穂
を
つ

な
ぐ
「
高
千
穂
線
」
が
計
画
さ
れ
た
が
、

ト
ン
ネ
ル
工
事
中
に
大
量
の
出
水
が
あ

り
、
工
事
は
中
断
。
太
い
地
下
水
脈
が

破
壊
さ
れ
て
し
ま
い
、
周
辺
の
住
民
は

断
水
の
被
害
に
遭
っ
た
。
最
終
的
に
は

工
事
自
体
が
中
止
に
な
っ
た
。

　

掘
り
進
め
ら
れ
た
ト
ン
ネ
ル
は
、
入

口
か
ら
５
５
０
ｍ
部
分
と
出
口
周
辺
が

親
水
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
１
９
９

４
年
（
平
成
６
）
に
一
般
公
開
。
最
奥
に

あ
る
出
水
部
分
か
ら
流
れ
出
る
地
下
水

が
、
今
も
周
辺
の
民
家
や
農
地
を
潤
し

て
い
る
。

命
の
水
と
は

替
え
ら
れ
な
い

　

高
森
町
の
人
口
は
６
１
４
０
人
（
２

０
２
１
年
11
月
末
現
在
）。
高
森
町
役
場
建
設

課
水
道
係
長
の
山
田
耕こ
う

生せ
い

さ
ん
に
よ
れ

ば
、
町
営
の
水
道
に
よ
る
給
水
人
口
は

５
９
０
３
人
。
残
り
の
２
３
７
名
は
山

岳
部
の
集
落
で
湧
水
を
自
主
管
理
。
湧

水
ト
ン
ネ
ル
を
水
源
と
し
て
い
る
の
は

中
心
市
街
地
の
３
６
１
３
名
、
１
６
７

１
世
帯
と
の
こ
と
。

　

山
田
さ
ん
に
高
森
ト
ン
ネ
ル
出
水
事

故
の
経
緯
を
尋
ね
た
。

「
１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に
高
森
―
高

千
穂
間
の
鉄
道
工
事
認
可
が
下
り
、
日

本
鉄
道
建
設
公
団
（
以
下
、
鉄
道
公
団
）
が

全
長
６
４
８
０
ｍ
の
高
森
ト
ン
ネ
ル
の

工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。
最
初
の
出
水

事
故
が
起
き
た
の
は
翌
年
で
、
大
き
め

の
水
脈
を
破
断
し
、
断
水
し
ま
し
た
。

給
水
車
を
出
し
、
出
水
し
た
坑
内
か
ら

水
を
運
ん
で
応
急
対
処
し
た
の
で
す
」

　

さ
ら
に
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
）
２
月
、

大
元
の
水
脈
を
掘
り
崩
し
て
し
ま
う
。

８
カ
所
の
湧
水
が
枯
れ
、
そ
こ
を
水
源

と
し
て
い
た
町
営
の
簡
易
水
道
が
断
水
。

被
害
を
受
け
た
の
は
１
０
８
２
世
帯
、

３
４
５
０
人
。
飲
用
水
だ
け
で
な
く
農

業
用
水
も
枯
れ
た
。

　

現
在
で
は
、
地
下
水
流
動
を
綿
密
に

調
査
し
、
止
水
技
術
も
進
む
な
ど
、
地

下
水
へ
の
影
響
が
な
い
よ
う
に
施
工
さ

れ
て
い
る
が
、
当
時
は
掘
り
進
ん
で
み

な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
住
民
か
ら
は
『
元
の
生
活
に
戻
し
て

ほ
し
い
』
と
切
実
な
要
望
書
が
事
あ
る

ご
と
に
出
ま
し
た
。
井
戸
を
試
掘
し
ま

し
た
が
新
た
な
水
脈
は
確
保
で
き
ま
せ

ん
。
１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）
12
月
、
つ

い
に
鉄
道
工
事
は
中
止
に
。
坑
道
内
の

湧
水
を
揚
水
し
水
源
と
す
る
し
か
な
い
、

と
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
す
」

　

高
森
―
高
千
穂
間
の
鉄
道
開
通
は
住

民
の
願
い
で
も
あ
っ
た
が
、
命
の
水
と

は
替
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

坑
道
か
ら
の
配
水
設
備
は
、
飲
用
水
、

農
業
用
水
と
も
に
鉄
道
公
団
の
負
担
で

建
設
。
補
償
交
渉
は
１
９
８
９
年
（
平

成
元
）
に
協
定
が
成
立
。
町
は
補
償
金

を
基
金
と
し
て
運
用
益
を
ポ
ン
プ
の
電

気
代
な
ど
に
充
て
た
。「
今
の
町
営
水
道

の
施
設
基
盤
は
当
時
の
も
の
で
す
」
と

山
田
さ
ん
は
言
う
。

　

ト
ン
ネ
ル
周
辺
で
枯
れ
た
湧
水
を
自

治
会
単
位
の
自
主
管
理
で
配
水
し
て
い

た
世
帯
は
、
湧
水
ト
ン
ネ
ル
を
水
源
と

す
る
町
営
管
理
に
な
る
と
使
用
量
に
応

じ
た
水
道
料
金
が
発
生
し
て
し
ま
う
。

「
使
っ
て
い
た
１
年
間
の
水
量
を
割
り

出
し
、
何
ト
ン
ま
で
は
水
道
料
金
無
料

と
い
う
補
償
契
約
を
世
帯
ご
と
に
結
び

ま
し
た
」
と
山
田
さ
ん
。
約
１
９
０
世

帯
と
の
補
償
契
約
は
現
在
も
続
く
。

ト
ン
ネ
ル
の
記
憶
を

次
世
代
へ
つ
な
ぐ

　

高
森
ト
ン
ネ
ル
の
出
水
事
故
に
よ
る

35 つくり直された配水システム
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8

7

910

11

断
水
を
経
験
し
た
世
代
の
住
民
の
一
人
、

白
石
一
弘
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

「
大
変
で
し
た
。
湧
水
が
全
部
枯
れ
ち

ゃ
っ
た
も
ん
だ
か
ら
、
い
っ
た
い
ど
う

や
っ
て
生
活
す
る
の
？ 

と
。
生
き
て

い
く
に
は
、
水
が
一
番
大
事
で
す
か
ら

ね
。
鉄
道
が
中
止
に
な
っ
た
の
で
道
路

が
整
備
さ
れ
、
以
前
は
高
千
穂
ま
で
２

時
間
か
か
り
ま
し
た
が
今
は
30
分
で
行

け
ま
す
」

　

白
石
さ
ん
は
元
町
役
場
の
職
員
で
水

事
情
に
も
く
わ
し
い
。
湧
水
ト
ン
ネ
ル

か
ら
揚
水
し
て
い
る
農
業
用
水
の
溜
池

を
案
内
し
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
高
森
町

の
市
街
地
を
歩
い
た
。
し
ょ
う
ゆ
蔵
や

酒
蔵
の
あ
る
ま
ち
か
ど
に
は
、
か
つ
て

の
「
水み
ず

舟ぶ
ね

」
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。

ト
ン
ネ
ル
の
出
水
事
故
よ
り
以
前
、
湧

水
か
ら
直
に
水
を
引
い
て
い
た
よ
す
が

を
伝
え
る
遺
構
だ
。
今
は
水
道
の
水
で

満
た
さ
れ
て
い
る
。

「
山
か
ら
引
い
た
水
は
火
山
灰
の
影
響

で
石
灰
質
や
砂
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
っ
た
の
で
、
水
舟
で
一
度
そ
れ
ら

を
沈
澱
さ
せ
、
上
澄
み
を
飲
用
水
に
し

て
い
ま
し
た
」
と
白
石
さ
ん
は
言
う
。

県
外
に
出
て
わ
か
っ
た

高
森
町
の
水
の
味

　

高
森
町
は
三
県
に
流
れ
る
川
の
上
流

地
域
で
、
分
水
嶺
が
３
つ
あ
る
。

「
白
川
は
熊
本
県
内
を
流
れ
有
明
海
へ
。

宮
崎
平
野
へ
流
れ
る
五ご

ヶか

瀬せ

川が
わ

の
上
流

が
川か
わ
ば
し
り
が
わ

走
川
。
そ
し
て
大
谷
川
は
大
分
湾

へ
注
ぐ
大
野
川
の
上
流
に
あ
た
り
ま
す
。

水
脈
が
異
な
る
と
成
分
も
味
も
微
妙
に

違
う
ん
で
す
よ
。
も
ち
ろ
ん
高
森
町
の

水
が
一
番
お
い
し
い
で
す
」
と
白
石
さ

ん
は
胸
を
張
る
。

　

実
は
、
白
石
さ
ん
も
山
田
さ
ん
も
、

高
森
町
を
離
れ
て
県
外
で
暮
ら
し
た
経

験
が
あ
る
。
山
田
さ
ん
は
「
た
ま
に
高

森
へ
帰
っ
て
く
る
と
『
あ
れ
、
水
っ
て

こ
ん
な
に
お
い
し
か
っ
た
っ
け
？
』
と

戸
惑
い
ま
し
た
し
、
コ
ン
ビ
ニ
や
自
販

機
で
水
を
買
う
意
味
も
わ
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
」
と
笑
う
。

　

町
内
の
小
学
生
は
、
社
会
科
見
学
で

湧
水
ト
ン
ネ
ル
を
必
ず
一
度
は
訪
れ
る

と
い
う
。
生
き
る
の
に
必
要
な
の
は
ト

ン
ネ
ル
よ
り
も
水
―
―
そ
う
訴
え
た
先

人
た
ち
の
記
録
や
水
舟
に
代
表
さ
れ
る

こ
の
地
の
記
憶
の
継
承
が
、「
命
の
水
」

を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
だ
。

　

高
森
町
は
素
朴
な
味
わ
い
の
「
高
森

田
楽
」
や
炭
焼
き
地
鶏
が
有
名
で
、
ま

た
「
月
廻
り
公
園
」
か
ら
眺
め
る
阿
蘇

の
山
々
は
絶
景
だ
。
西
隣
の
南
阿
蘇
村

に
も
多
く
の
水
源
が
あ
る
の
で
、
過
去

の
経
緯
を
踏
ま
え
て
南
郷
谷
を
巡
り
、

水
の
味
の
違
い
を
体
感
し
て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。

（
２
０
２
１
年
11
月
７
日
、
12
月
14
日
取
材
）

【阿蘇・南郷谷】

36水の文化 70号　特集　みんなでつなぐ水　火の国 水の国 熊本



▲阿蘇山

手野集落

熊本

八代

天草

水俣

白川

黒川

菊池川
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▲阿蘇山

手野集落

熊本

八代

天草

水俣

白川

黒川

菊池川

緑川

球磨川

国造神社
（手野の大杉）

有明海

島原湾

豊肥本線

九
州
新
幹
線

かつての牧
畜文化を今

に伝える「
草泊ま

り」。手野名
水会のメン

バーがつくっ
たもの

樹齢2000年
ともいわれる

「手野の大杉
」。保存

処理されたも
のが国造神社

内に残されて
いる

かつて人や牛ののどを潤す場だった「垂谷の
滝」。この滝の横を通る道が小国や産山に通
じる道路だった。水は今でも飲むことができる

集落を案内してくれた手
野名水会の山部輝明さん

手野集落から阿蘇五岳方面を望む

　

岩
肌
か
ら
染
み
出
る
よ
う
に
沢
水

が
流
れ
落
ち
て
い
る
。
阿
蘇
北
東
の

外
輪
山
の
ふ
も
と
、
手て

野の

集
落
（
阿

蘇
市
一
の
宮
町
）
に
あ
る
「
垂た
る

谷た
ん

の
滝
」。

地
元
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
「
手

野
名
水
会
」
の
山
部
輝
明
さ
ん
が
、

そ
の
滝
の
横
の
崖
上
を
指
し
て
言
う
。

「
外
輪
山
へ
の
道
路
が
で
き
る
前
は
、

山
道
が
ず
っ
と
上
の
原
野
ま
で
続
い

て
い
ま
し
た
。
滝
で
休
憩
し
、
牛
に

沢
水
を
飲
ま
せ
て
、
ま
た
山
道
を
登

り
、
牧
草
地
に
連
れ
て
行
っ
て
草
を

食
べ
さ
せ
た
ん
で
す
」

　

滝
を
臨
む
岩
場
に
は
、
か
つ
て
の

滝
行
者
が
建
て
た
小
さ
な
祠
と
不
動

明
王
像
が
あ
る
。
以
前
は
滝
の
上
に

あ
っ
た
が
、
２
０
１
２
年
（
平
成
24
）

７
月
の
九
州
北
部
豪
雨
で
流
さ
れ
、

５
年
後
に
二
代
目
が
祀
ら
れ
た
。
牛

を
引
き
連
れ
た
険
し
い
道
行
き
の
無

事
を
祈
願
す
る
厄
除
け
で
も
あ
っ
た

ろ
う
。
水
場
と
結
び
つ
い
た
信
仰
が

今
も
残
っ
て
い
る
。

　

手
野
集
落
の
道
路
脇
に
、
円
錐
形

の
茅
葺
き
の
小
屋
が
展
示
し
て
あ
っ

た
。
野
営
を
し
て
牧
畜
用
の
草
を
刈

る
「
草
泊
ま
り
」
に
使
わ
れ
て
い
た

小
屋
だ
。
自
動
車
が
な
か
っ
た
時
代
、

放
牧
の
で
き
な
い
冬
場
は
、
牛
の
エ

サ
の
た
め
何
度
も
牧
草
地
へ
山
道
を

行
き
来
す
る
の
は
大
変
だ
。
そ
こ
で

時
間
と
労
力
を
節
約
す
る
た
め
、
こ

れ
に
何
日
も
寝
泊
ま
り
し
て
草
刈
り

し
、
干
草
を
つ
く
っ
て
い
た
。

「
実
物
は
も
う
少
し
大
き
い
も
の
で

し
た
。
家
族
で
寝
泊
ま
り
し
て
い
た

の
は
お
そ
ら
く
戦
前
ま
で
。
97
歳
の

母
は
60
歳
ご
ろ
ま
で
稲
作
と
兼
務
で

牛
を
育
て
て
い
ま
し
た
」
と
山
部
さ

ん
。

　

地
域
の
誇
る
水
場
が
「
手
野
の
湧

水
」
だ
。
水
が
湧
き
出
て
い
る
岩
石

は
、
阿
蘇
の
カ
ル
デ
ラ
を
形
成
し
た

４
回
の
大
噴
火
の
う
ち
、
２
回
目
の

噴
火
に
由
来
す
る
。
約
14
万
年
前
の

噴
出
後
に
冷
え
固
ま
っ
た
岩
の
割
れ

目
か
ら
ほ
と
ば
し
る
、
外
輪
山
の
雨

で
涵か
ん

養よ
う

さ
れ
た
水
は
、
な
め
ら
か
に

喉
へ
と
す
べ
っ
た
。

　

手
野
集
落
で
は
10
～
20
戸
単
位
で

湧
水
を
タ
ン
ク
に
溜
め
て
配
水
し
、

使
用
量
に
関
係
な
く
一
定
の
料
金
を

維
持
管
理
費
に
充
て
自
主
運
営
し
て

い
る
。
集
落
を
歩
く
と
、
い
た
る
と

こ
ろ
に
滔
々
と
沢
水
が
流
れ
て
い
た
。

「
ち
ょ
っ
と
し
た
洗
い
も
の
は
こ
れ

で
済
ま
し
ま
す
。
里
芋
を
ざ
る
に
入

れ
て
お
け
ば
水
流
で
皮
が
剥
け
ま
す

が
、
う
っ
か
り
忘
れ
て
中
身
ま
で
削

れ
て
な
く
な
っ
た
り
…
…
」
と
山
部

さ
ん
は
笑
う
。

「
一
番
の
宝
」
と
山
部
さ
ん
が
崇
め

る
国こ
く

造ぞ
う

神
社
。
そ
の
奥
に
知
ら
れ
ざ

る
滝
が
あ
る
と
い
う
。「
そ
こ
は
滝
の

上
の
岩
間
か
ら
ボ
コ
ボ
コ
水
が
湧
い

て
ま
す
。
草
木
を
は
ら
っ
て
道
を
整

備
し
、
皆
さ
ん
に
お
目
に
か
け
た

い
」
と
山
部
さ
ん
は
手
野
名
水
会
の

活
動
に
意
欲
を
燃
や
す
。
そ
の
言
葉

か
ら
は
、
信
仰
と
深
く
結
び
つ
い
た

名
水
の
里
を
、
次
代
に
受
け
渡
す
使

命
が
感
じ
ら
れ
た
。

（
２
０
２
１
年
11
月
６
日
取
材
）

牧
畜
文
化
を
伝
え
る

沢
水
の
集
落

熊
本
市
内
か
ら
東
へ
向
か
い
、
外
輪
山
の
割
れ
目
か
ら
阿

蘇
カ
ル
デ
ラ
に
入
り
、
さ
ら
に
阿
蘇
五
岳
の
北
側
を
回って

奥
へ
。
北
外
輪
山
の
南
側
斜
面
に
あ
る
、湧
水
で
知
ら
れ
る

「
手て

野の

集
落
」
を
訪
ね
、
水
に
ま
つ
わ
る
暮
ら
し
を
見
た
。

【阿蘇・阿蘇谷】

【阿蘇・阿蘇谷】
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（注）機関誌『水の文化』35号（2010年6月発行）の
特集「アクアツーリズム（水 環考）」を参照のこと。

 https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no35/

水
源
の
80
％
が
地
下
水

熊
本
は「
水
の
国
」

　

今
回
の
特
集
は
、
第
４
回
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
水
サ
ミ
ッ
ト
（
以
下
、
水
サ
ミ
ッ
ト
）
の

開
催
地
と
な
っ
た
熊
本
市
に
着
目
す
る
と

こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
水
サ
ミ
ッ
ト

は
当
初
２
０
２
０
年
10
月
に
実
施
さ
れ
る

予
定
だ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
世
界
的
な
感
染
拡
大
で
延
期
。

あ
ら
た
め
て
２
０
２
２
年
４
月
に
実
施
さ

れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

　

10
年
以
上
前
に
な
る
が
、
当
セ
ン
タ
ー

は
機
関
誌
『
水
の
文
化
』
35
号
（
２
０
１
０

年
６
月
発
行
）
の
特
集
「
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ

ム
（
水 

環
考
）」
に
お
い
て
熊
本
県
を
取
り

上
げ
た
（
注
）。
そ
の
な
か
で
、
熊
本
市
に

つ
い
て
は
「
地
下
水
と
共
存
す
る
道
」
を

探
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
数
々
の
施
策
に

つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

　

ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
う
が
、「
火
の

国
」
と
し
て
知
ら
れ
る
熊
本
県
は
水
道
水

源
の
約
80
％
を
地
下
水
に
依
存
し
て
い
る

う
え
、「
名
水
百
選
」
に
も
都
道
府
県
別
で

全
国
最
多
タ
イ
と
な
る
８
カ
所
が
選
定
さ

れ
て
い
る
「
水
の
国
」
で
も
あ
る
。
特
に

熊
本
市
を
は
じ
め
と
す
る
11
市
町
村
か
ら

な
る
「
熊
本
地
域
」
で
は
、
立
場
や
利
害

を
超
え
て
、
地
下
水
保
全
と
い
う
一
つ
の

目
標
に
向
か
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
改
め
て
熊
本
の
人
び

と
が
水
を
守
り
育
て
る
た
め
に
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
の
か
、
ま
た

そ
う
し
た
人
び
と
を
つ
な
ぐ
水
と
は
ど
の

よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
を
広
く
探
り
見

つ
め
直
し
て
み
た
。

　

そ
し
て
、
熊
本
に
お
け
る
す
べ
て
の
取

材
を
終
え
、
人
び
と
の
自
然
観
と
教
育
、

地
下
水
流
動
の
見
え
る
化
な
ど
を
通
じ
て

浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
「
み
ん
な
で
つ
な

ぐ
こ
と
」
の
重
要
性
だ
っ
た
。

生
き
て
い
る
大
地
と

「
清
正
公
」の
足
跡

　

熊
本
市
の
中
心
市
街
地
か
ら
車
で
北
東

に
向
か
う
と
、
ほ
ん
の
10
分
ほ
ど
で
阿
蘇

の
外
輪
山
が
見
え
て
く
る
。
天
気
が
よ
け

れ
ば
阿
蘇
五
岳
（
中
央
火
口
丘
群
）
の
一
つ

で
、
も
っ
と
も
活
発
に
活
動
し
て
い
る
中

岳
が
も
く
も
く
と
噴
煙
を
上
げ
て
い
る
様

子
も
遠
望
で
き
る
。
中
岳
は
「
生
き
て
い

る
大
地
」
の
象
徴
と
い
え
る
。

　

阿
蘇
は
、
南
北
約
25
㎞
、
東
西
約
18
㎞
、

周
囲
約
１
２
８
㎞
と
い
う
広
大
な
外
輪
山

の
な
か
に
、
東
か
ら
根
子
岳
、
高
岳
、
中

岳
、
烏
帽
子
岳
、
杵
島
岳
が
連
な
る
阿
蘇

五
岳
で
構
成
さ
れ
る
巨
大
カ
ル
デ
ラ
だ
。

外
輪
山
に
囲
ま
れ
た
平
坦
な
土
地
（
火
口

原
）
は
、
北
側
が
阿あ

蘇そ

谷だ
に

（
阿
蘇
市
）、
南
側

が
南な
ん

郷ご
う

谷だ
に

（
高
森
町
、
南
阿
蘇
村
）
と
呼
ば
れ
、

約
４
・
５
万
人
が
暮
ら
し
て
い
る
。

　

阿
蘇
で
降
っ
た
雨
や
そ
の
雨
が
浸
透
し

た
地
下
水
を
集
め
た
白
川
は
、
外
輪
山
の

切
れ
目
か
ら
熊
本
平
野
へ
流
れ
出
る
。

　

そ
の
白
川
の
改
修
を
は
じ
め
、
数
々
の

土
木
事
業
で
熊
本
を
つ
く
っ
た
人
物
が
加

藤
清
正
だ
。
今
も
人
び
と
は
親
し
み
を
込

め
て
「
清せ
い
し
ょ
こ

正
公
さ
ん
」
と
呼
ぶ
。

　

清
正
が
江
戸
時
代
初
期
に
構
想
し
た
の

が
「
上う
わ

井い

手で

」
で
、
実
際
に
改
修
し
た
の

が
「
下し
た

井い

手で

」
と
伝
わ
る
。
１
０
９
水
系

の
取
材
で
お
会
い
し
た
金
子
好
雄
さ
ん
の

紹
介
で
、
大
津
町
の
「
塘と
う

町ま
ち

筋す
じ

」
を
村
下

洋
一
さ
ん
に
ご
案
内
い
た
だ
い
た
。
村
下

さ
ん
は
大
津
町
文
化
財
保
護
委
員
。
小
学

校
の
教
員
を
務
め
た
地
元
・
大
津
の
人
だ
。

　

村
下
さ
ん
に
よ
る
と
、
上
井
手
と
下
井

手
が
大
津
や
菊
陽
、
合
志
の
原
野
を
穀
倉

地
帯
に
変
え
た
。
そ
し
て
上
井
手
沿
い
に

つ
く
ら
れ
た
集
落
が
塘
町
筋
で
、
参
勤
道

（
豊
後
街
道
）
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
か

つ
て
は
16
万
俵
の
米
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。

　

金
子
さ
ん
と
と
も
に
村
下
さ
ん
と
待
ち

合
わ
せ
た
の
は
「
水
車
物
語
」
と
い
う
カ

フ
ェ
だ
。
地
下
に
は
上
井
手
か
ら
引
い
た

水
が
流
れ
、
復
元
し
た
と
い
う
水
車
が
回

っ
て
い
た
。
店
主
の
松
藤
尚
美
さ
ん
に
よ

る
と
、
復
元
の
き
っ
か
け
は
地
元
の
小
学

生
た
ち
に
「
本
物
の
水
車
を
見
た
い
！
」

「
水
の
国
」熊
本
に
学
ぶ

　
変
わ
る
も
の
、変
わ
ら
な
い
も
の

編
集
部

【文化をつくる】
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1地下水涵養のために水を張った田んぼ。休耕田や端境期の畑地にも水を張る 提供：おおきく土地改良区 2上井手（堀川）に架かる石造りの眼鏡橋で大津町の歴
史について語る村下洋一さん。上井手沿いの通りが「塘町筋」で、旅籠や商家などが軒を連ねる宿駅大津の中心地だった 3約400年前に白川から水を引くため
につくられた「上井手」の取水口。この水は今も大津町や菊陽町で米づくりや野菜栽培に使われている

南阿蘇村から見た阿蘇五岳。左から、杵島岳、
烏帽子岳、中岳、高岳、根子岳が連なる

23

と
言
わ
れ
た
こ
と
。
実
は
、
か
つ
て
大
津

に
は
上
井
手
の
水
と
高
低
差
を
活
か
し
た

水
車
が
20
以
上
あ
り
、
精
米
や
製
粉
、
製

材
、
製
油
（
菜
種
油
）
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

水
車
で
米
を
粉
に
し
て
つ
く
る
落
雁
「
銅ど
う

銭せ
ん

糖と
う

」
は
、
明
治
時
代
初
期
に
生
ま
れ
た

郷
土
菓
子
で
、
今
も
町
内
の
３
軒
が
製

造
・
販
売
し
て
い
る
。
村
下
さ
ん
は
、「
井

手
づ
く
り
は
南
郷
谷
の
人
た
ち
が
大
津
に

来
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

水
車
は
明
治
初
期
に
千
葉
県
で
つ
く
ら
れ

た
『
藤
原
式
水
車
』
の
水
車
大
工
を
招
い

て
導
入
し
た
の
で
す
」
と
語
る
。

　

村
下
さ
ん
は
小
学
校
へ
の
出
前
授
業
を

通
じ
て
大
津
の
な
り
た
ち
を
伝
え
、
松
藤

さ
ん
は
子
ど
も
た
ち
の
声
か
ら
生
ま
れ
た

水
車
を
修
理
し
な
が
ら
回
す
。
清
正
由
来

の
上
井
手
と
下
井
手
は
、
そ
う
し
た
人
の

生
き
様
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

大
事
に
し
な
が
ら
寄
り
添
う

次
世
代
へ
の
教
育

　

取
材
先
の
な
か
で
八や
つ

代し
ろ

市し

だ
け
が
球
磨

川
流
域
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
人
も
い

る
と
思
う
。
そ
れ
は
熊
本
で
リ
サ
ー
チ
を

進
め
る
な
か
、
水
環
境
の
体
験
か
ら
次
世

代
育
成
に
取
り
組
む
九
州
屈
指
の
市
民
団

体
が
あ
る
と
聞
い
た
か
ら
だ
。

　

次
世
代
の
た
め
に
が
ん
ば
ろ
会
代
表
の

松
浦
ゆ
か
り
さ
ん
、
副
代
表
の
濱
田
律
子

さ
ん
は
と
て
つ
も
な
く
忙
し
い
。
進
め
て

い
る
イ
ベ
ン
ト
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
話
を

聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
目
が
回
り
そ
う
だ

っ
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
を
巻
き
込

み
な
が
ら
疾
走
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
さ
が
印

象
的
だ
。
し
か
も
、
そ
れ
は
松
浦
さ
ん
た

ち
だ
け
で
な
く
、
今
回
お
会
い
し
た
皆
さ

ん
す
べ
て
が
そ
う
だ
っ
た
。
一
時
の
取
材

だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
数
々
の
苦
労
が
あ

る
こ
と
を
承
知
で
言
う
が
「
楽
し
そ
う
」

な
の
だ
。

　

２
０
２
１
年
11
月
27
日
は
月
に
一
度
の

白
川
夜
市
。
薄
暗
い
午
後
５
時
半
で
も
子

ど
も
た
ち
が
は
し
ゃ
い
で
い
る
。
白
川
夜

市
を
手
が
け
る
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る

南
良
輔
さ
ん
が
言
う
。

「
家
族
連
れ
が
多
い
で
し
ょ
？ 

縁
日
み

た
い
な
雰
囲
気
を
つ
く
り
た
い
ん
で
す
。

縁
日
に
連
れ
て
い
く
の
は
親
の
役
目
。
子

ど
も
に
幸
せ
な
記
憶
を
残
す
こ
と
に
な
り

ま
す
か
ら
ね
。
白
川
で
遊
ん
だ
子
ど
も
た

ち
は
、
き
っ
と
自
分
の
子
ど
も
た
ち
に
も

そ
う
す
る
で
し
ょ
う
」

　

準
備
は
大
変
だ
。
前
日
の
午
後
３
時
か

ら
７
時
ま
で
木
に
梯
子
を
か
け
て
登
り
、

照
明
を
く
く
り
つ
け
た
。
飲
み
物
を
ち
ょ

っ
と
置
い
て
お
く
木
の
台
な
ど
も
メ
ン
バ

ー
の
手
づ
く
り
。
当
日
は
出
店
者
が
集
ま

る
前
の
午
前
10
時
に
集
合
。
ず
っ
と
夜
市

の
会
場
に
い
る
。

「
熊
本
市
街
地
に
は
白
川
が
氾
濫
し
た
昭

和
28
年
の
大
水
害
の
記
憶
が
強
く
残
っ
て

い
た
け
れ
ど
、
こ
う
し
て
や
っ
と
少
し
ず

つ
白
川
と
人
び
と
の
距
離
が
縮
ま
っ
て
き

ま
し
た
」

　

南
さ
ん
は
そ
う
笑
っ
て
見
回
り
に
出
た
。

一
括
り
に
「
教
育
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の

幅
は
広
い
。
学
校
教
育
だ
け
で
な
く
、
子

育
て
や
し
つ
け
も
家
庭
で
の
教
育
で
あ
り
、

企
業
内
に
も
教
育
は
あ
る
。
江
戸
時
代
の

日
本
に
お
い
て
は
、
教
育
と
い
う
漢
語
よ

り
も
、「
お
し
え
る
」「
そ
だ
て
る
」
な
ど

の
和
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

「
お
し
え
る
」
の
語
源
は
「
愛を

し
む
」
で
、

「
そ
だ
て
る
」
の
語
源
は
「
副そ
い

立た

つ
」
と

さ
れ
る
。
相
手
を
大
事
に
し
な
が
ら
寄
り

添
う
―
―
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
か
。

と
す
れ
ば
前
段
の
村
下
さ
ん
、
松
藤
さ
ん

も
含
め
て
、
み
ん
な
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で

次
世
代
を
育
て
て
い
る
と
い
え
る
。

「
見
え
る
化
」が
後
押
し
す
る

水
保
全
の
長
期
的
取
り
組
み

『
水
の
文
化
』
35
号
の
記
事
を
改
め
て
読

み
返
す
と
、
こ
の
10
年
あ
ま
り
で
熊
本
市

の
地
下
水
保
全
に
関
す
る
取
り
組
み
の
成

果
が
、
着
実
に
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

そ
れ
を
も
た
ら
し
た
変
化
の
一
つ
に
、

そ
れ
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
熊

本
地
域
の
地
下
水
流
動
経
路
に
関
す
る

「
見
え
る
化
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
嶋
田
純

さ
ん
、
細
野
高
啓
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
く
わ
し
く
伝
え
て
い
る
通
り
、
観
測
手

法
を
は
じ
め
と
す
る
科
学
技
術
の
発
達
で

地
下
水
の
知
ら
れ
ざ
る
経
路
が
明
ら
か
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
地
表
水
と
地
下
水
の
３

次
元
流
動
経
路
（
ｐ
10
）
を
見
る
と
、
ま

る
で
人
体
の
毛
細
血
管
の
よ
う
で
は
な
い

か
。
硝し
ょ
う
さ
ん
た
い
ち
っ
そ

酸
態
窒
素
の
観
測
デ
ー
タ
も
整
っ

て
い
る
。

　

そ
う
し
た
科
学
の
進
歩
に
基
づ
く
客
観

的
な
座
標
が
、
地
下
水
保
全
に
取
り
組
む

39 「水の国」熊本に学ぶ変わるもの、変わらないもの
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工業・建築物用他
農業・水産養殖用
上水道用（家庭や都市生活用）

「日本一の地下水都市・熊本」をアピールするため
にさまざまな施設や仕掛けが施されたJR熊本駅前

熊本市の地下水採取量経年変化

市町村合併に伴い、一時的に増加したものの、全体としては減少傾向にある 提供：熊本市

熊
本
地
域
の

人
た
ち
を
後

押
し
し
て
い

る
と
い
う
功

績
も
ま
た
見

逃
せ
な
い
。

　

熊
本
市
が

地
下
水
涵か
ん

養よ
う

の
た
め
に
相

当
な
予
算
を

確
保
し
、「
協

力
金
」
と
し

て
他
の
市
町

村
に
拠
出
し

て
い
る
の
は

刮
目
す
べ
き

こ
と
だ
。
関

東
地
方
の
自

治
体
職
員
に

確
認
し
た
が
、

こ
れ
は
日
本

で
は
他
に
類

を
見
な
い
し
く
み
だ
と
言
う
。
し
か
し
、
11

市
町
村
が
行
政
区
域
を
超
え
て
共
同
で
取
り

組
ん
で
い
る
こ
れ
ら
の
施
策
で
、
も
し
も
地

下
水
の
量
が
増
え
な
け
れ
ば
批
判
を
受
け
る

か
も
し
れ
な
い
し
、
予
算
が
削
ら
れ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
結
果
が
出
る
ま
で
時
間
が

か
か
る
う
え
、
目
に
見
え
な
い
こ
と
に
挑
む

長
期
的
な
取
り
組
み
を「
見
え
る
化
」し
た
デ

ー
タ
で
評
価
で
き
る
こ
と
は
大
き
い
。
批
判

の
声
を
封
じ
る
だ
け
で
な
く
、
関
係
者
に
正

し
い
道
を
歩
ん
で
い
る
と
い
う
確
信
と
さ
ら

な
る
施
策
を
講
じ
る
勇
気
を
与
え
る
か
ら
だ
。

人
と
し
く
み
が
変
わ
れ
ば

地
下
水
は
変
わ
ら
な
い

　
熊
本
市
水
保
全
課
の
皆
さ
ん
と
話
を
し
て

い
て
、
感
銘
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

水
質
汚
染
と
硝
酸
態
窒
素
の
よ
う
な
利
害
が

衝
突
す
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
に
つ
い
て
も
、

「
報
じ
て
構
わ
な
い
で
す
」
と
隠
し
立
て
し

な
い
。
硝
酸
態
窒
素
の
件
で
は
、
熊
本
市
役

所
内
で
水
保
全
課
と
農
政
部
署
が
喧け
ん

喧け
ん

囂ご
う

囂ご
う

や
り
合
っ
た
と
も
聞
い
た
。

　

熊
本
市
と
そ
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
10
市

町
村
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
手

法
や
し
く
み
を
取
り
入
れ
た
。
旧
態
依
然
を

よ
し
と
せ
ず
、「
変
わ
る
こ
と
」
を
恐
れ
な
い

精
神
の
発
露
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
硝
酸
態
窒
素
に
よ
る
地
下
水
の

質
の
低
下
を
防
ぐ
た
め
に
、
熊
本
市
は
２
０

１
９
年
か
ら
堆
肥
セ
ン
タ
ー
を
稼
働
さ
せ
た
。

Ｊ
Ａ
菊
池
は
、
毎
年
数
百
万
円
の
赤
字
を
出

し
な
が
ら
も
有
機
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
を

や
め
な
い
。
こ
れ
ら
は
地
下
水
の
状
態
を
、

こ
れ
か
ら
も
「
変
わ
ら
な
い
」
た
め
に
行
な

っ
て
い
る
の
だ
。

　

哲
学
者
の
内
山
節
さ
ん
は
『
森
に
か
よ
う

道
―
―
知
床
か
ら
屋
久
島
ま
で
』（
新
潮
社 

１

９
９
４
）
で
、
日
本
の
農
林
業
の
破
綻
を
防

ぐ
た
め
に
「
少
な
く
と
も
私
た
ち
の
社
会
は
、

変
わ
り
ゆ
く
時
間
の
世
界
と
、
変
わ
る
こ
と

な
く
永
遠
に
く
り
返
さ
れ
る
時
間
の
世
界
と

の
、
ど
ち
ら
も
が
守
ら
れ
る
仕
組
み
を
つ
く

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ

て
い
る
。
農
林
業
は
自
然
の
力
を
借
り
て
成

り
立
つ
も
の
な
の
で
、
水
保
全
に
置
き
換
え

て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　

し
か
も
水
は
み
ん
な
の
も
の
だ
。
生
き
て

い
く
た
め
に
水
が
不
要
な
人
間
な
ど
い
な
い
。

　

阿
蘇
地
域
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て

の
日
本
は
水
の
利
用
者
と
水
の
管
理
者
が
同

じ
だ
っ
た
。
今
は
違
う
。
だ
か
ら
人
の
意
識

も
水
を
守
る
し
く
み
も
つ
く
り
直
す
必
要
が

あ
る
。
大
事
な
も
の
＝
水
を
変
え
な
い
た
め

に
、
自
ら
が
変
わ
る
―
―
そ
れ
が
熊
本
地
域

の
取
り
組
み
の
素
晴
ら
し
い
点
だ
と
思
う
。

水
を
守
る
し
く
み
の
根
幹
を

熊
本
か
ら
世
界
へ
発
信

　

地
下
水
、
湧
き
水
、
川
、
井
手
（
用
水
路
）

な
ど
熊
本
で
い
ろ
い
ろ
な
人
に
話
を
聞
い
た

が
、「
命
の
水
」「
白
川
の
水
だ
け
で
は
全
然

足
り
な
い
」「
地
下
水
盆
が
な
け
れ
ば
市
民
は

生
き
て
い
け
な
い
」
と
い
う
発
言
が
相
次
い

だ
。
取
材
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
熊
本

市
民
に
も
尋
ね
た
が
、「
熊
本
の
水
は
地
下
水

だ
か
ら
お
い
し
い
よ
」
と
誇
ら
し
げ
に
、
う

れ
し
そ
う
に
話
す
人
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

巻
頭
言
「
ひ
と
し
ず
く
」
で
姜
尚
中
さ
ん

が
見
事
に
表
現
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、
熊
本

の
人
た
ち
は
噴
煙
を
上
げ
る
中
岳
や
、
街
な

か
を
く
ね
く
ね
と
流
れ
る
白
川
な
ど
生
き
て

い
る
大
地
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
感
じ
ら
れ
る
環

境
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
と
人
間
を
完
全
に
は

切
り
分
け
ず
、
地
下
水
も
そ
れ
を
飲
ん
で
い

る
人
間
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
無
意
識
の
う

ち
に
つ
か
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん

な
仮
説
も
浮
か
ぶ
。

　

地
下
水
を
使
う
と
き
の
ル
ー
ル
を
定
め
、

地
下
水
保
全
の
施
策
を
講
じ
て
き
た
熊
本
。

大
地
や
水
の
条
件
は
違
う
の
で
、
他
の
地
域

の
人
た
ち
が
し
く
み
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
て

も
う
ま
く
い
か
な
い
。
む
し
ろ
真
似
す
べ
き

は
、
そ
の
し
く
み
を
導
入
し
た
根
幹
の
部
分
。

「
そ
の
土
地
土
地
に
合
っ
た
や
り
方
が
あ
る
」

と
牧
野
厚
史
さ
ん
は
指
摘
し
た
が
、
水
田
湛た
ん

水す
い

事
業
の
発
端
は
市
民
環
境
団
体
の
質
問
状

だ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
。
地
域
の
こ
と

は
地
域
で
考
え
て
動
く
こ
と
が
い
ち
ば
ん
だ
。

そ
れ
に
熊
本
市
が
地
下
水
保
全
条
例
を
出
し

た
の
は
１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）。
ま
だ
半
世

紀
も
経
っ
て
い
な
い
。
遅
す
ぎ
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
は
ず
だ
。

　

み
ん
な
で
何
か
を
考
え
る
と
き
、
水
は
大

き
な
切
り
口
と
な
る
。
行
政
区
分
も
立
場
も

年
齢
も
上
・
中
・
下
流
も
超
え
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
ま
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
考
え
ら
れ

る
共
通
の
問
題
だ
か
ら
だ
。
そ
の
と
き
、
熊

本
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し

た
い
。
人
間
も
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ
と
。

相
手
を
大
事
に
し
な
が
ら
寄
り
添
う
姿
勢
で

教
育
に
あ
た
る
こ
と
。「
昔
は
よ
か
っ
た
」
と

懐
古
趣
味
に
陥
ら
ず
「
見
え
る
化
」
な
ど
新

し
い
技
術
を
大
胆
に
取
り
込
む
こ
と
。
変
え

て
は
い
け
な
い
も
の
を
守
る
た
め
に
自
ら
が

変
わ
り
、
本
気
で
み
ん
な
が
議
論
し
て
水
を

つ
な
い
で
い
く
先
に
は
、
今
と
は
少
し
異
な

る
地
域
社
会
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
は
な
に
も
国
内
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
は
経
済
成
長

著
し
い
国
々
が
ひ
し
め
く
。
水
の
問
題
を
抱

え
て
い
る
国
・
地
域
も
多
い
。
苦
労
し
て
独

自
の
し
く
み
を
つ
く
っ
て
き
た
熊
本
の
、
み

ん
な
で
水
を
守
る
し
く
み
と
そ
の
精
神
性
が

伝
播
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

【文化をつくる】
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も
う
か
な
り
前
に
な
り
ま
す
が
、
老
荘
思
想
な
ど
が
ご
専
門
の
蜂
屋
邦
夫
先
生
と
龍
と

亀
を
題
材
に
河
川
技
術
の
思
想
に
つ
い
て
対
談
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
注
）
。
近
年
の

気
候
変
動
に
よ
る
洪
水
の
頻
発
を
見
て
い
る
と
、
龍
と
亀
の
思
想
、
特
に
亀
の
思
想
が
重

要
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
を
感
じ
ま
す
。

　

蜂
屋
先
生
は
龍
に
代
表
さ
れ
る
河
川
技
術
を
「
疎
の
技
術
」
と
呼
び
ま
し
た
。
用
水
路

の
こ
と
を
疎
水
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
水
を
通
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
速
や
か
に
水
を
排
出
さ
せ

る
技
術
で
す
。
こ
の
技
術
は
明
治
時
代
以
降
の
日
本
の
河
川
技
術
の
主
流
と
な
り
、
す
べ

て
の
場
所
の
水
を
速
や
か
に
排
出
し
、
集
め
て
河
川
で
処
理
す
る
技
術
で
す
。

　

一
方
、
亀
は
盛
り
上
が
っ
た
形
状
を
し
て
お
り
、
ゆ
っ
く
り
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

亀
技
術
と
は
水
を
塞
ぎ
、
溜
め
、
ゆ
っ
く
り
と
水
を
流
す
技
術
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
近

世
ま
で
は
、
日
本
に
は
水
を
速
く
流
す
技
術
と
ゆ
っ
く
り
と
流
す
技
術
の
両
者
が
あ
り

そ
れ
ら
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
大
き
な
岩
に
水
を
ぶ
つ
け
て
水
の
勢
い
を
削
ぐ
、

川
底
に
亀
の
よ
う
な
大
き
な
石
を
置
い
て
流
れ
を
遅
く
す
る
、
霞か
す
み
て
い堤な

ど
に
よ
り
水
田
に

洪
水
を
導
き
貯
水
す
る
な
ど
亀
技
術
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

気
候
変
動
に
よ
り
、
広
範
囲
で
豪
雨
が
降
る
と
、
龍
の
技
術
の
み
で
は
、
川
に
水
が
集

ま
り
す
ぎ
て
処
理
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
流
域
全
体
へ
の
治
水
へ
と
、
国
も
大
き
く

舵
を
切
り
ま
し
た
が
、
こ
の
流
域
治
水
を
行
な
う
た
め
に
は
亀
技
術
の
こ
と
を
十
分
に
理

解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
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https://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/houkoku/006_20120621_ryutokame1.html

龍
と
亀

島
谷
幸
宏

41 龍と亀



水の文化 70号　水の文化書誌 42

は
じ
め
に

　

筑
後
川
は
、
そ
の
源
を
熊
本
県
阿
蘇
郡
の
瀬
の
本
高
原
に
発
し
、
山
岳
地
帯
を

流
下
し
、
大
分
県
日ひ

田た

市
に
お
い
て
、
九く
じ
ゅ
う重

連
山
か
ら
流
れ
る
玖く

珠す

川が
わ

を
合
わ
せ

山
間
盆
地
に
入
り
、
夜よ

あ
け
き
ょ
う
こ
く

明
峡
谷
を
下
り
、
福
岡
県
う
き
は
市
、
朝
倉
市
を
過
ぎ
、

隈く
ま
の
う
え
が
わ

上
川
、
巨こ

瀬せ

川が
わ

、
佐
田
川
、
小こ

石い
し

原わ
ら

川が
わ

、
高こ
う

良ら

川が
わ

を
合
わ
せ
、
久
留
米
市
、
大

川
市
に
至
る
。
さ
ら
に
佐
賀
県
に
入
り
、
田た

手で

川が
わ

、
城じ
ょ
う
ば
る
が
わ

原
川
と
合
流
し
肥
沃
な
筑

紫
平
野
を
貫
流
し
、
早は

や

津つ

江え

川が
わ

を
分
派
し
て
有
明
海
に
注
ぐ
。
幹
川
流
路
延
長
１

４
３
㎞
、
流
域
面
積
２
８
６
０
㎢
の
九
州
最
大
の
一
級
河
川
で
あ
る
。

　

筑
後
川
流
域
の
人
々
は
昔
か
ら
水
害
な
ど
の
災
害
に
遭
遇
し
な
が
ら
も
、
灌か

ん

漑が
い

用
水
、
生
活
用
水
、
発
電
用
水
、
舟
運
な
ど
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
利
用
し
、
そ
の

恵
み
を
享
受
し
、
そ
の
都
度
喜
怒
哀
楽
の
時
代
を
過
ご
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は

文
学
・
詩
歌
、
歴
史
紀
行
に
著
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
書
を
追
っ
て
み
た
い
。

筑
後
川
の
文
学

　

筑
後
川
の
文
学
に
つ
い
て
、
あ
え
て
次
の
よ
う
に
捉
え
て
み
た
。

「
筑
後
川
を
治
水
や
利
水
や
環
境
の
面
か
ら
み
て
、
公
共
福
祉
の
た
め
に
施
行
さ

れ
る
事
業
、
そ
の
事
業
に
誠
意
で
尽
く
す
人
々
の
人
間
性
を
追
求
し
た
小
説
・
記

録
・
評
伝
の
作
品
で
あ
る
」

　

筑
後
川
の
文
学
に
つ
い
て
、
①
江
戸
期
の
大
石
堰
の
開
削
、
②
明
治
期
の
九
重

高
原
の
開
発
、
③
昭
和
30
年
代
の
下し

も

筌う
け

ダ
ム
建
設
闘
争
に
関
す
る
作
品
を
挙
げ
る
。

　

筑
後
川
中
流
域
に
は
、
灌
漑
用
水
と
し
て
上
流
か
ら
順
に
、
左
岸
側
に
寛
文
８

年
有
馬
藩
・
袋
野
堰
、
寛
文
４
年
有
馬
藩
・
大
石
堰
、
寛
文
４
年
右
岸
側
に
黒
田

藩
・
山
田
堰
、
正
徳
２
年
有
馬
藩
・
床
島
堰
が
そ
れ
ぞ
れ
開
削
さ
れ
、
今
で
も
農

地
を
潤
す
。

　

五
庄
屋
が
大
石
堰
を
開
削
し
た
小
説
と
し
て
、
林
逸
馬
著
『
筑
後
川
』（
第
一
藝
文

社
・
１
９
４
３
）
が
あ
り
、
こ
の
書
『
筑
後
川
』
を
現
代
文
に
わ
か
り
や
す
く
作
成

し
た
三
浦
俊
明
著
『
筑
後
川
―
五
人
の
庄
屋
の
挑
戦
と
そ
れ
を
支
え
た
郡
奉
行
の

苦
難
の
道
の
り
』（
う
き
は
市
・
大
石
堰
土
地
改
良
区
・
２
０
０
５
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ

に
帚
木
蓬
生
著
『
水
神
（
上
）、（
下
）』（
新
潮
社
・
２
０
０
９
）
と
３
つ
の
書
が
あ
る
。

　

五
庄
屋
が
大
石
堰
築
造
に
か
か
わ
る
苦
悩
の
物
語
で
あ
る
。
五
庄
屋
は
「
銘
々

―
命
を
捨
て
申
候
て
も
願
可
申
旨
、
誓
紙
血
判
仕
堅
申
合
」
と
命
を
投
げ
打
っ
て

の
請
願
で
あ
り
、
も
し
失
敗
し
た
ら
五
庄
屋
は
全
員
極
刑
に
処
さ
れ
る
。
工
事
中

に
は
す
で
に
五
本
の
磔
柱
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
心
境
の
な
か
で
、
五
庄

屋
と
農
民
た
ち
は
心
を
一
つ
に
し
て
堰
開
削
を
成
し
遂
げ
た
。

　

水
害
に
よ
っ
て
人
の
運
命
も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
７

月
に
筑
後
川
を
襲
っ
た
大
水
害
は
、
久
留
米
市
一
帯
に
も
大
被
害
を
及
ぼ
し
た
。

古
賀
勝
著
『
大
河
を
遡
る
―
九
重
高
原
開
拓
史
』（
西
日
本
新
聞
社
・
２
０
０
０
）
は
、

大
水
害
で
田
畑
を
失
っ
た
久
留
米
市
な
ど
の
農
民
ら
が
、
１
８
９
４
年
（
明
治
27
）、

元
久
留
米
藩
士
青
木
牛
之
助
の
指
導
の
下
に
、
大
分
県
飯
田
高
原
千
町
無
田
に
移

住
す
る
苦
難
を
描
く
。
１
９
９
２
年
（
平
成
４
）、
朝
日
神
社
に
「
千
町
無
田
開
拓
百

年
記
念
碑
」
が
建
立
さ
れ
た
。

　

鶴
良
夫
著
『
筑
後
川
渡
船
転
覆
』（
リ
ー
ベ
ル
出
版
・
１
９
９
２
）
に
よ
る
と
、
１
９

４
３
年
（
昭
和
18
）
10
月
９
日
、
佐
賀
市
赤
松
国
民
学
校
の
児
童
た
ち
は
筑
後
川
左

岸
柳
川
市
三
柱
神
社
に
出
か
け
た
が
、
帰
路
に
大
雨
に
遭
い
、
佐
賀
県
諸
富
町
の

石
塚
の
渡
し
に
着
く
直
前
に
転
覆
。
引
率
の
副
田
美
代
次
先
生
は
15
人
の
教
え
子

を
助
け
出
し
た
が
、
力
尽
き
て
学
童
６
人
と
と
も
に
激
流
に
呑
ま
れ
た
。
渡
船
転

覆
の
悲
劇
で
あ
っ
た
。
１
９
４
４
年
（
昭
和
19
）
10
月
19
日
、「
副
田
先
生
顕
彰
之
碑
」

が
筑
後
川
河
口
昇
開
橋
の
地
点
に
建
つ
。

　

１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）
６
月
、
筑
後
川
大
水
害
が
起
こ
っ
た
。
建
設
省
（
当
時
）

は
水
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
筑
後
川
上
流
に
下
筌
ダ
ム
と
松
原
ダ
ム
を
建
設
し
た
。

下
筌
ダ
ム
の
水
没
者
の
一
人
室
原
知
幸
は
、
１
９
５
７
年
（
昭
和
32
）
か
ら
１
９
７

古賀 邦雄
  こが  くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会
1967年西南学院大学卒業。水資源
開発公団（現・独立行政法人水資源
機構）に入社。30年間にわたり水・
河川・湖沼関係文献を収集。2001
年退職し現在、日本河川協会、ふくお
かの川と水の会に所属。2008年5月
に収集した書籍を所蔵する「古賀河
川図書館」を開設。
平成 26年公益社団法人日本河川協
会の河川功労者表彰を受賞。

文
献
に
み
る
筑
後
川

　
―
―
文
学
・
詩
歌
・
歴
史
紀
行

水
の
文
化
書
誌 
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０
年
（
昭
和
45
）
の
13
年
間
、
ダ
ム
サ
イ
ト
地
点
に
「
蜂
の
巣
城
」
を
築
き
、
ダ
ム

建
設
に
対
し
公
共
事
業
の
是
非
を
問
い
続
け
た
。
松
下
竜
一
著
『
砦
に
拠
る
』（
筑

摩
書
房
・
１
９
７
７
）、
佐
木
隆
三
著
『
大
将
と
わ
た
し
』（
講
談
社
・
１
９
６
８
）、
杉
野

な
お
き
著
『
蜂
ノ
巣
城
』（
叡
智
社
・
１
９
７
２
）、
室
原
知
幸
著
『
下
筌
ダ
ム
―
蜂
之

巣
城
騒
動
日
記
』（
学
風
社
・
１
９
６
０
）
が
あ
る
。

筑
後
川
の
詩
歌

　

川
の
上
流
は
清
流
が
流
れ
、
青
春
の
よ
う
で
あ
り
、
中
流
は
少
し
濁
り
、
成
年

に
譬
え
ら
れ
、
下
流
は
清
濁
を
合
わ
せ
て
老
年
の
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
海
に
注

ぐ
。
川
の
流
れ
は
ま
さ
し
く
人
生
そ
の
も
の
。
こ
の
よ
う
な
川
の
流
れ
に
、
人
々

は
詩
情
を
抱
き
多
く
の
詩
歌
が
生
ま
れ
る
。

　

丸
山
豊
作
詞
・
團
伊
玖
磨
作
曲
『
混
声
合
唱
組
曲　

筑
後
川
』（
河
合
楽
器
製
作
所
・

１
９
６
９
）
は
筑
後
川
を
讃
え
て
い
る
。
筑
後
の
医
者
で
あ
り
、
詩
人
・
作
家
で
も

あ
る
丸
山
豊
は
、
阿
蘇
を
水
源
と
す
る
筑
後
川
を
謡
い
、
そ
の
詩
に
筑
後
と
ゆ
か

り
の
あ
る
團
伊
玖
磨
が
作
曲
し
た
も
の
で
あ
る
。
曲
は
５
楽
章
で
あ
る
。「
み
な
か

み
」「
ダ
ム
に
て
」「
銀
の
魚
」「
川
の
祭
」「
河
口
」
か
ら
な
る
。
團
は
語
る
。「
雨

の
一
粒
が
大
河
と
な
っ
て
海
へ
出
て
い
く
姿
を
見
る
思
い
が
捉
わ
れ
る
の
は
作
曲

者
と
し
て
の
感
慨
だ
ろ
う
か
」。
１
９
６
８
年
（
昭
和
43
）、
久
留
米
音
協
合
唱
団
に

初
演
以
来
、
歌
い
継
が
れ
、
そ
の
エ
ッ
セ
イ
集
と
し
て
河
合
楽
器
製
作
所
編
・
発

行
『
筑
後
川
―
合
唱
組
曲
「
筑
後
川
」
と
と
も
に
辿
る
』（
１
９
９
８
）、
中
野
政
則

著
『
筑
後
川
よ
永
遠
な
れ
』（
出
窓
社
・
２
０
１
８
）
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

「
筑
後
川
１
０
１
」
記
念
実
行
委
員
会
編
・
発
行
『
筑
後
川
流
域
小
中
学
校
校
歌

集
』（
１
９
８
６
）
に
は
、
３
６
３
校
の
校
歌
が
収
録
。
久
留
米
市
立
の
小
学
校
校
歌

を
み
る
。

〇
京
町
小
学
校
校
歌
「
筑
後
の
川
風　

に
お
え
よ
頬
に　

み
ん
な
明
る
く　

あ
ふ

れ
る
力　

京
町　

京
町　

京
町　

あ
あ
伸
び
ゆ
く　

我
等　

京
町
校
」

〇
小
森
野
小
学
校
校
歌
「
ゆ
た
か
に
澄
め
る
筑
後
川　

清
き
流
れ
を
鏡
と
し　

強

く
正
し
く
生
き
る
た
め　

わ
れ
ら
の
心　

磨
く
の
だ　

の
び
よ　

の
び
よ　

わ

れ
ら
の
小
森
野
小
学
校
」

　

ふ
く
お
か
の
川
と
水
の
会
編
・
発
行
『
川
と
小
学
校
校
歌
（
５
）
北
筑
後
地
域

編
』（
２
０
１
４
）
を
歌
う
。

〇
吉
井
小
学
校
校
歌
「
耳
納
の
連
峰
は
る
か
に
か
す
み　

筑
後
の
大
河
う
し
ろ
に

ひ
か
え　

い
せ
き
の
水
の
つ
き
せ
ぬ
ほ
と
り　

和
が
学
び
舎
の
す
べ
て
美
し
」

〇
千
年
小
学
校
校
歌
「
村
の
名
に
お
う　

千
年
川　

流
れ
も
清
し　

水
深
し　

上

り
下
り
の
真
帆
片
帆　

目
も
は
る
か
な
る　

眺
め
か
な
」

　

筑
後
川
は
伸
び
ゆ
く
児
童
た
ち
へ
、
母
な
る
川
と
し
て
、
常
に
慈
し
み
を
持
っ

て
見
守
っ
て
い
る
。

　

８
月
１
日
は
「
水
の
日
」、
水
に
感
謝
し
て
水
を
大
切
に
す
る
日
で
あ
る
。
こ
の

日
か
ら
１
週
間
を
「
水
の
週
間
」
と
定
め
て
い
る
。
大
牟
田
市
の
俳
句
会
「
さ
わ

ら
び
」
の
人
た
ち
に
、
水
の
日
に
ち
な
ん
で
１
９
９
７
年
（
平
成
９
）
８
月
３
日

「
筑
後
川
用
水
事
業
施
設
見
学
会
」
を
行
な
い
、
水
や
筑
後
川
を
詠
ん
で
も
ら
っ

た
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
水
資
源
開
発
公
団
筑
後
川
下
流
用
水
建
設
所
編
・
発

行
『
句
集　

筑
後
・
佐
賀
揚
水
機
場
』（
１
９
９
７
）
で
あ
る
。
５
句
を
挙
げ
て
み
た
。

〇
筑
紫
次
郎
捌
く
大
堰
秋
近
し
（
堤 

三
津
子
）

〇
水
の
日
の
水
路
た
ど
り
し
青
田
道
（
天
藤
顕
子
）

〇
用
水
場
管
理
の
人
の
日
焼
け
か
な
（
谷
川
章
子
）

〇
水
澄
み
て
筑
紫
次
郎
の
歴
史
知
る
（
蓮
尾
美
代
子
）

〇
水
生
き
て
青
田
潤
す
三
方
町 

（
平
田
縫
子
）

　

筑
後
下
流
用
水
施
設
は
、
筑
後
大
堰
に
て
貯
留
し
た
水
を
福
岡
県
側
、
佐
賀
県

側
に
農
業
用
水
、
上
水
を
配
水
す
る
施
設
で
、
１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
に
完
成
し
た
。

　

筑
後
川
流
域
は
、
上
流
か
ら
広
瀬
淡
窓
、
原
古
処
、
野
田
宇
太
郎
、
丸
山
豊
、

岩
崎
京
子
、
古
賀
政
男
、
下
村
湖
人
ら
多
く
の
文
人
を
輩
出
す
る
。

筑
後
川
の
歴
史
・
紀
行

　

筑
後
川
は
、
古
く
は
千
歳
川
、
千
年
川
、
一
夜
川
、
筑
間
川
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

久
留
米
市
観
光
協
会
編
・
発
行
『
筑
後
川
の
古
名　

ち
と
せ
川
の
名
称
に
関
す
る

文
献
』（
１
９
３
７
）
は
、
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
正
式
に
「
筑
後
川
」
と
な
っ
た
の
は

寛
永
15
年
と
記
す
。
筑
後
川
の
歴
史
・
紀
行
を
挙
げ
て
み
る
。

　

角
田
嘉
久
著
『
筑
後
川
歴
史
散
歩
―
１
４
３
キ
ロ
の
流
れ
』（
創
元
社
・
１
９
７
５
）

は
筑
後
川
の
入
門
書
と
い
え
る
。
河
口
の
大
川
市
か
ら
筆
を
お
こ
し
、
風
浪
宮
や

酒
ど
こ
ろ
城
島
の
歴
史
を
語
る
。
久
留
米
市
に
お
い
て
は
画
家
青
木
繁
と
坂
本
繁

二
郎
、
久
留
米
絣
の
生
み
の
親
・
井
上
伝
女
、
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
、
ブ
リ
ヂ
ス

ト
ン
の
創
業
者
石
橋
正
二
郎
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
芥
川
賞
作
家
火
野
葦
平
が
愛
し

た
田
主
丸
町
の
河
童
、
日
田
に
入
る
と
天
領
日
田
の
歴
史
、
広
瀬
淡
窓
の
咸か

ん

宜ぎ

園え
ん

を
論
じ
る
。

　

柳
勇
著
『
筑
後
河
北
誌
』（
鳥
飼
出
版
社
・
１
９
７
９
）
は
、
筑
後
川
の
北
の
地
域
を

く
ま
な
く
探
索
。
古
代
か
ら
奈
良
朝
、
平
安
朝
、
鎌
倉
、
室
町
、
戦
国
、
江
戸
期

の
有
馬
藩
な
ど
の
政
治
と
文
化
を
紐
解
く
。
日
本
三
大
合
戦
と
言
え
ば
、
川
中
島

の
戦
い
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
が
筑
後
川
の
戦
い
（
大
原
の
合
戦
）

で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
崩
壊
後
、
南
北
朝
に
分
か
れ
、
大
宰
府
の
覇
権
争
い
に
お
い

て
、
足
利
尊
氏
派
小
弐
頼
尚
ら
北
朝
軍
６
万
人
と
後
醍
醐
天
皇
派
南
朝
軍
・
懐
良

親
王
・
菊
池
武
光
ら
４
万
人
が
筑
後
川
沿
い
で
争
っ
た
。
正
平
14
年
（
１
３
５
９
）

８
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に
、
田
島
よ
し
の
ぶ
著
『
筑
後
川
紀
行
』（
葦
書
房
・
１
９
８
８
）、
玖
珠
郡

史
談
会
編
『
玖
珠
川
歴
史
散
歩
』（
葦
書
房
・
１
９
９
１
）、
田
山
花
袋
・
小
杉
来
醒
著

『
水
郷
日
田
―
附
・
博
多
久
留
米
』（
日
田
商
工
会
・
１
９
２
７
）、
大
分
県
玖
珠
九
重
地

方
振
興
局
編
・
発
行
『
筑
後
川
源
流
を
行
く
―
大
分
県
日
田
・
玖
珠
紀
行
』（
１
９
９

５
）
を
挙
げ
る
。
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地
域
が
抱
え
る
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
課
題

を
、
若
者
た
ち
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
を
通
じ
て
議
論
し
、
そ
の
解
決
策
を
地
域
に
提

案
す
る
研
究
活
動
「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ

ル
」
。
初
年
度
は
長
野
県
松
本
市
の
公
共
井
戸
を
研
究

対
象
と
し
ま
し
た
。

２
０
２
１
年
（
令
和
３
）
８
月
の
５
日
間
に
わ
た
る
現
地

調
査
（
詳
細
は
69
号
参
照
）
を
終
え
た
野
田
岳
仁
さ
ん
と
ゼ

ミ
生
12
名
、
ミ
ツ
カ
ン
若
手
社
員
３
名
は
、
松
本
市
内

の
３
つ
の
井
戸
に
つ
い
て
秋
以
降
の
ゼ
ミ
活
動
で
考
察

を
深
め
、
苦
戦
し
つ
つ
提
案
を
ま
と
め
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
松
本
市
役
所
の
ご
協
力
に
よ
り
２
０
２
１
年

12
月
23
日
に
「
松
本
市
へ
の
政
策
提
言
発
表
会
」
と
い

う
場
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
野
田
さ
ん
と
ゼ
ミ
生
た
ち

は
本
番
を
想
定
し
た
リ
ハ
ー
サ
ル
を
経
て
、
お
よ
そ
８

カ
月
間
の
研
究
に
基
づ
く
提
言
を
発
表
。
松
本
市
役

所
か
ら
は
関
連
す
る
５
つ
も
の
部
課
か
ら
代
表
者
10

名
が
出
席
し
て
ゼ
ミ
生
た
ち
の
提
言
に
耳
を
傾
け
、
意

見
交
換
も
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

初
年
度
の「
松
本
編
」
は
今
回
が
最
終
回
で
す
。ゼ
ミ
生

た
ち
を
指
導
し
、
松
本
市
役
所
へ
の
提
言
を
ま
と
め
た

野
田
さ
ん
に
、
水
場
を
憩
い
の
場
に
す
る
た
め
の
政
策

内
容
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
総
括
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

法政大学多摩キャンパスで実施した合同ゼミ（2021年12
月17日）。間近に迫った松本市役所への「政策提言発表
会」を見据え、本番と同じ時間配分でリハーサルを行なった

水の文化 70号　みず・ひと・まちの未来モデル

未来
みず

モデ
ル

ひと

第3
回

松
本
編

まち
の

「
公
」の
井
戸
の
未
来
と

　「
共
」の
空
間
の
充
実
化
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松
本
市
に
対
す
る

政
策
提
言
の
狙
い

年
の
瀬
の
迫
る
２
０
２
１
年
12
月
23

日
に
松
本
市
役
所
に
て
政
策
提
言
発
表

会
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
５
月
か

ら
お
よ
そ
８
カ
月
間
か
け
て
、
学
生
12

名
と
ミ
ツ
カ
ン
若
手
社
員
３
名
と
と
も

に
考
え
て
き
た
研
究
成
果
お
よ
び
政
策

提
言
を
松
本
市
の
政
策
担
当
者
に
発
表

し
、
意
見
交
換
す
る
場
を
い
た
だ
い
た
。

今
回
は
、
松
本
市
へ
の
政
策
提
言
の

内
容
と
そ
の
政
策
的
な
意
味
に
つ
い
て

論
じ
て
い
き
た
い
。

内
容
に
入
る
前
に
、
私
た
ち
の
研
究

の
課
題
と
政
策
提
言
の
狙
い
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
こ
う
。
私
た
ち
の
研
究
の

課
題
は
、
ど
う
す
れ
ば
水
場
を
「
憩
い

の
場
」
に
で
き
る
の
か
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
（
背
景
に
つ
い
て
は
69
号
参
照
）。
こ

れ
は
松
本
市
政
の
方
向
性
と
も
呼
応
し

た
も
の
だ
。

２
０
２
１
年
８
月
に
策
定
さ
れ
た
松

本
市
総
合
計
画
（
基
本
構
想
２
０
３
０
・
第
11

次
基
本
計
画
）
の
基
本
施
策
５
︱

７
「
緑
を

活
か
し
た
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
に

み
る
。
そ
こ
で
は
、「
河
川
や
井
戸
な

ど
、
市
民
に
身
近
な
水
辺
を
活
か
し
た

憩
い
と
安
ら
ぎ
の
空
間
の
創
出
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
」
と
現
状
と
課
題
を
示

し
た
う
え
で
、「
中
心
市
街
地
に
お
い

て
身
近
で
貴
重
な
自
然
環
境
で
あ
る
女め

鳥と

羽ば

川が
わ

、
薄す

す
き
が
わ川な

ど
の
河
川
や
井
戸
な

ど
を
、
ま
ち
の
賑
わ
い
創
出
に
繋
げ
、

水
辺
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
み
ま
す
」
と
宣
言
し
て
い
る
。
や
や

抽
象
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
松
本
市

は
水
場
の
整
備
を
地
域
再
生
に
つ
な
げ

る
方
針
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

松
本
市
だ
け
で
な
く
、
環
境
省
に
よ

る
名
水
百
選
の
選
定
地
の
ほ
と
ん
ど
で

井
戸
や
湧
水
な
ど
の
水
場
の
整
備
を
地

域
再
生
に
つ
な
げ
る
試
み
が
生
ま
れ
は

じ
め
て
い
る
。
数
あ
る
名
水
の
ま
ち
の

な
か
で
、
松
本
市
は
「
公
」
の
井
戸
（
以
下
、

公
共
井
戸
）
整
備
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
だ
が
、

さ
ら
に
一
歩
前
進
し
て
水
場
の
整
備
を

ど
の
よ
う
に
地
域
再
生
に
つ
な
げ
る
か

に
注
目
を
集
め
る
自
治
体
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
松
本
市
が
整
備

し
て
き
た
公
共
井
戸
に
焦
点
を
絞
り
、

ど
う
す
れ
ば
水
場
を
「
憩
い
の
場
」
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
政
策

的
な
ヒ
ン
ト
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
指

し
た
。

そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
公
共
井
戸

の
な
か
で
も
際
立
っ
た
存
在
感
を
放
っ

て
い
た
「
源げ
ん

智ち

の
井
戸
」、「
槻つ

き

井い
ず
み泉

神

社
の
湧
水
」、「
鯛た
い
ま
ん萬

の
井
戸
」
の
３
つ

の
井
戸
に
焦
点
を
あ
て
て
調
査
を
行
う

こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

夏
の
５
日
間
の
調
査
の
結
果
、
大
き

な
課
題
が
見
つ
か
っ
た
の
は
「
源
智
の

井
戸
」
で
あ
る
。
存
続
の
岐
路
に
立
っ

て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状

況
下
に
あ
り
、
そ
の
政
策
的
対
応
の
方

向
性
を
示
す
こ
と
に
し
た
。

そ
の
一
方
で
、「
槻
井
泉
神
社
の
湧

水
」
と
「
鯛
萬
の
井
戸
」
は
、
地
域
の

「
憩
い
の
場
」
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、

松
本
市
の
目
指
す
成
功
事
例
と
位
置
づ

け
た
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
「
憩
い
の
場
」

に
な
っ
て
い
る
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

し
た
。

ま
ず
は
、
こ
れ
ら
の

３
つ
の
井
戸
の
調
査
か

ら
得
ら
れ
た
知
見
と
個

別
の
政
策
提
言
の
内
容
に
つ
い
て
み
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

存
続
の
岐
路
に
立
つ

源
智
の
井
戸

松
本
市
特
別
史
跡
で
文
化
財
と
し
て

知
ら
れ
、
１
日
に
２
０
０
人
を
超
え
る

利
用
者
が
集
う
「
源
智
の
井
戸
」
は
、

「
憩
い
の
場
」
と
は
程
遠
い
現
実
が
あ

る
。
利
用
者
が
競
い
合
っ
て
水
を
汲
む

よ
う
な
緊
張
し
た
空
気
が
流
れ
て
お
り
、

居
心
地
の
よ
さ
は
感
じ
ら
れ
ず
学
生
た

ち
も
戸
惑
い
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
調
査

と
分
析
を
通
じ
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
次

の
３
点
で
あ
る
。

❶
管
理
組
織
の
弱
体
化

日
常
的
な
管
理
を
担
う
「
源
智
の
井

戸
を
守
る
会
（
以
下
、
守
る
会
）」
は
会
員
数

の
減
少
と
高
齢
化
に
よ
っ
て
月
２
回
の

掃
除
が
精
一
杯
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は

近
い
将
来
に
管
理
者
不
在
に
な
る
と
当

事
者
で
さ
え
も
危
機
感
を
持
っ
て
い
る
。

❷
水
質
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と

「
源
智
の
井
戸
」
は
、
井い

筒づ
つ

（
注
１
）
を

地
域
が
抱
え
る
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
課
題

を
、
若
者
た
ち
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
を
通
じ
て
議
論
し
、
そ
の
解
決
策
を
地
域
に
提

案
す
る
研
究
活
動
「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ

ル
」
。
初
年
度
は
長
野
県
松
本
市
の
公
共
井
戸
を
研
究

対
象
と
し
ま
し
た
。

２
０
２
１
年
（
令
和
３
）
８
月
の
５
日
間
に
わ
た
る
現
地

調
査
（
詳
細
は
69
号
参
照
）
を
終
え
た
野
田
岳
仁
さ
ん
と
ゼ

ミ
生
12
名
、
ミ
ツ
カ
ン
若
手
社
員
３
名
は
、
松
本
市
内

の
３
つ
の
井
戸
に
つ
い
て
秋
以
降
の
ゼ
ミ
活
動
で
考
察

を
深
め
、
苦
戦
し
つ
つ
提
案
を
ま
と
め
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
松
本
市
役
所
の
ご
協
力
に
よ
り
２
０
２
１
年

12
月
23
日
に
「
松
本
市
へ
の
政
策
提
言
発
表
会
」
と
い

う
場
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
野
田
さ
ん
と
ゼ
ミ
生
た
ち

は
本
番
を
想
定
し
た
リ
ハ
ー
サ
ル
を
経
て
、
お
よ
そ
８

カ
月
間
の
研
究
に
基
づ
く
提
言
を
発
表
。
松
本
市
役

所
か
ら
は
関
連
す
る
５
つ
も
の
部
課
か
ら
代
表
者
10

名
が
出
席
し
て
ゼ
ミ
生
た
ち
の
提
言
に
耳
を
傾
け
、
意

見
交
換
も
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

初
年
度
の「
松
本
編
」
は
今
回
が
最
終
回
で
す
。ゼ
ミ
生

た
ち
を
指
導
し
、
松
本
市
役
所
へ
の
提
言
を
ま
と
め
た

野
田
さ
ん
に
、
水
場
を
憩
い
の
場
に
す
る
た
め
の
政
策

内
容
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
総
括
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（注1）井筒
井戸の地上部分に設けた円筒状あるいは方形の囲みのこと。

松本城

■今回取り上げた松本市の井戸

←至 松本駅

縄手通り商店街

松本
市役所

女鳥羽川

鯛萬の井戸

源智の井戸

槻井泉神社
の湧水

長野県

松本市

Takehito Noda
1981年岐阜県関市生まれ。
2015年3月早稲田大学大学
院人間科学研究科博士課程
修了。博士（人間科学）。2019
年4月より現職。専門は社会学

（環境社会学・地域社会学・観
光社会学）。

野田岳仁
法政大学

現代福祉学部 准教授
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網
状
の
木
枠
で
囲
む
形
状
と
な
っ
て
い

る
。
た
し
か
に
文
化
財
ら
し
く
見
栄
え

が
よ
い
。
け
れ
ど
も
、
守
る
会
が
い
う

よ
う
に
管
理
者
の
立
場
か
ら
み
る
と
な

ん
と
も
掃
除
が
し
に
く
い
も
の
だ
。
掃

除
す
る
に
も
木
枠
が
邪
魔
に
な
る
か
ら

で
あ
る
（
木
枠
は
恒
常
的
に
外
せ
ず
、
4
年
に
1
回

業
者
が
外
し
て
水
槽
内
を
清
掃
す
る
）。
水
槽
内
に

は
1
週
間
も
す
れ
ば
藻
が
生
え
て
く
る
。

実
際
に
水
槽
内
や
汲
み
出
し
口
に
は
恒

常
的
に
藻
が
繁
殖
し
て
い
る
。
利
用
者

は
水
槽
内
に
関
心
が
な
い
た
め
、
こ
れ

に
気
づ
い
て
い
な
い
が
可
視
化
さ
れ
れ

ば
利
用
者
は
激
減
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

❸
文
化
財
で
は
な
く
、
単
な
る
水
汲
み

場
と
な
っ
て
い
る
こ
と

驚
い
た
こ
と
だ
が
、
利
用
者
は
「
文

化
財
」
で
あ
る
こ
と
や
歴
史
的
価
値
が

あ
る
こ
と
に
惹
か
れ
て
利
用
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
守
る

会
の
人
び
と
の
落
胆
す
る
気
持
ち
も
理

解
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
行
政
も
地
元

住
民
も
文
化
財
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を

持
っ
て
い
た
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
れ
に

価
値
を
感
じ
て
い
る
利
用
者
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
の
だ
。

で
は
、
こ
の
先
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

だ
ろ
う
か
。「
憩
い
の
場
」
を
目
指
す
べ

き
か
、
そ
れ
と
も
水
汲
み
場
を
安
定
的

に
維
持
で
き
る
し
く
み
を
つ
く
る
べ
き

か
。
延
べ
２
６
６
人
か
ら
の
聞
き
と
り

デ
ー
タ
を
も
と
に
、「
憩
い
の
場
」
を
目

指
す
前
に
、
ま
ず
は
水
汲
み
場
と
し
て

維
持
管
理
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
こ

と
が
急
務
で
あ
る
と
学
生
た
ち
は
考
え

た
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
水
場
の

利
用
者
に
管
理
を
部
分
的
に
担
っ
て
も

ら
う
し
く
み
づ
く
り
の
提
言
で
あ
る
。

返
礼
行
為
と
し
て

掃
除
す
る
規
範
の
存
在

調
査
を
し
て
い
る
と
、
あ
る
婦
人
の

行
動
が
目
に
入
っ
た
。
水
を
汲
ん
だ
後

に
デ
ッ
キ
ブ
ラ
シ
で
掃
除
を
し
た
り
、

自
前
の
タ
オ
ル
で
井
筒
を
拭
く
姿
で
あ

る
。
聞
き
取
り
を
し
て
み
る
と
、
井
戸

の
利
用
に
感
謝
し
て
お
り
、「
お
礼
の

気
持
ち
」
で
掃
除
を
し
て
い
る
の
だ
と

い
う
。
ま
た
同
様
に
「
お
礼
の
気
持

ち
」
で
水
神
様
に
お
賽さ
い
せ
ん銭
を
供
え
る
人

も
い
た
。

こ
の
よ
う
な
返
礼
行
為
は
理
念
や
義

務
感
で
や
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た

め
無
理
が
な
く
、
持
続
性
の
ヒ
ン
ト
に

な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
返
礼
行
為
と

し
て
掃
除
を
す
る
規
範
を
根
づ
か
せ
る

よ
う
な
し
く
み
づ
く
り
を
考
え
ら
れ
な

い
か
、
そ
う
考
え
た
の
だ
。
こ
の
婦
人

の
よ
う
に
利
用
者
が
「
お
礼
の
気
持

ち
」
を
体
現
で
き
る
よ
う
掃
除
を
し
や

す
い
環
境
を
整
え
よ
う
と
い
う
提
言
な

の
で
あ
る
。

利
用
者
の
ほ
と
ん
ど
は
い
わ
ゆ
る
フ

リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
（
注
２
）
だ
が
、
限
ら
れ
た

聞
き
取
り
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
は

「
お
礼
の
気
持
ち
」
を
持
っ
て
い
て
そ
の

気
持
ち
を
体
現
す
る
方
法
と
し
て
、
掃

除
を
し
て
も
よ
い
と
話
す
利
用
者
は
半

数
以
上
あ
り
、
利
用
者
が
管
理
の
担
い

手
に
な
り
う
る
可
能
性
は
少
な
く
な
い
。

そ
も
そ
も
地
域
に
根
づ
い
て
い
る
共

同
の
水
場
と
は
、
本
来
、
利
用
者
と
管

理
者
が
一
致
し
て
い
る
も
の
だ
。
そ
の

場
合
の
水
の
利
用
料
は
無
料
で
あ
る
が
、

誰
も
が
利
用
で
き
る
か
と
い
え
ば
決
し

■「源智の井戸」聞き取り調査結果

提供：源智の井戸チーム

（2021年8月7日 5:30～17:30）

源智の井戸に来た目的（n=209人） 源智の井戸を選んだ理由（n=91人）

利用者は水が汲めればどこの井戸でも良いと考えている
利用者にとって源智の井戸は 文化財<水汲み場

水汲み
特に思いはない

110

64
観光
35

おいしさ
15

立地
  6

雰囲気
5  

手洗い・
水分補給
25

その他
20

源智の
そば
17

井戸を守る会 2 使いやすさ 1

（注2）フリーライダー
必要とされる経済的・時間的・労力的コストを
負担せず便益やサービスのみを得る人。

2

1

3

水の文化 70号　みず・ひと・まちの未来モデル
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1松本市役所で実施した「政策提言発表会」 2法政大学現代福祉学部准教授の野
田岳仁さん 3法政大学野田ゼミの学生たち 4松本市総合戦略室長の近藤 潔さん 
5総合戦略室の鈴木絵理さん。「政策提言発表会」は総合戦略室の方々のご協力で実
現した 6お城まちなみ創造本部の岩渕 省さん 7環境・地域エネルギー課の大野正幸
さん 8都市計画課長の神戸 順さん 9文化財課の朝倉一樹さん

て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
本
来
は
、
掃

除
を
担
う
者
だ
け
が
利
用
で
き
る
排
他

的
な
し
く
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
水
の

利
用
権
は
管
理
義
務
（
掃
除
）
と
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
常
的
な

掃
除
を
す
る
者
だ
け
が
井
戸
の
利
用
権

を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

都
会
に
暮
ら
す
私
た
ち
の
普
段
の
暮

ら
し
で
は
、
上
水
道
を
利
用
し
た
り
、

コ
ン
ビ
ニ
で
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
オ
ー
タ
ー
を

購
入
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
水

の
利
用
権
を
お
金
で
買
っ
て
い
る
こ
と

と
同
義
で
あ
る
。
そ
れ
が
地
域
の
水
場

に
な
る
と
、
水
の
利
用
権
を
貨
幣
で
は

な
く
、
掃
除
と
い
う
「
労
働
」
で
交
換

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

地
域
の
水
場
の
持
つ
本
来
的
な
し
く
み

を
呼
び
込
も
う
と
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
な

の
で
あ
る
。

ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
源
智
の
井
戸
」
の
利
用
者
は
1
日
２

０
０
人
を
超
え
る
一
方
で
、
85
歳
以
上

の
男
性
わ
ず
か
５
人
が
月
に
２
回
の
掃

除
を
担
う
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
利

用
と
管
理
の
し
く
み
と
な
っ
て
い
る
。

提
言
は
、
守
る
会
の
負
担
軽
減
を
狙

い
、
水
場
の
利
用
者
に
掃
除
す
る
と
い

う
規
範
を
根
づ
か
せ
る
し
く
み
を
つ
く

ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
時
的
な

利
用
者
は
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
で
も
構
わ

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
定
期
的
な
利

用
者
は
同
じ
利
用
者
が
水
を
汲
ん
だ
後

に
掃
除
を
す
る
姿
を
み
る
う
ち
に
、
自

分
も
掃
除
し
な
け
れ
ば
と
い
う
気
持
ち

が
芽
生
え
る
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。
そ

の
よ
う
な
規
範
を
少
し
ず
つ
根
づ
か
せ

よ
う
と
い
う
の
が
提
言
の
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
管
理
者
目
線
に
立
ち
、

誰
も
が
掃
除
し
や
す
い
よ
う
に
、
井
筒

上
部
の
木
枠
を
外
し
た
り
、
水
槽
内
の

石
を
取
り
除
い
た
り
、
掃
除
道
具
類
を

充
実
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
と
な
ろ
う
。

利
用
者
に
規
範
が
根
づ
く
頃
に
は
、

守
る
会
の
負
担
も
軽
減
さ
れ
、
以
前
の

よ
う
な
活
気
が
戻
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
が
実
現
で
き
て
初
め
て
そ

の
先
の
「
憩
い
の
場
」
へ
の
道
が
開
か

れ
る
だ
ろ
う
。
早
急
な
対
応
が
求
め
ら

れ
る
。槻

井
泉
神
社
の
湧
水
と

鯛
萬
の
井
戸
に
お
け
る

居
心
地
の
よ
さ

「
槻
井
泉
神
社
の
湧
水
」
と
「
鯛
萬
の

井
戸
」
は
、
地
域
の
「
憩
い
の
場
」
と

し
て
機
能
し
て
い
る
。
人
び
と
が
思
わ

ず
利
用
し
た
く
な
る
よ
う
な
居
心
地
の

よ
さ
の
正
体
と
は
な
に
か
を
探
る
こ
と

に
し
た
。
前
号
（
69
号
）
で
く
わ
し
く
論

じ
た
こ
と
が
提
案
の
骨
格
と
な
っ
て
い

る
。
共
通
す
る
こ
と
は
、
法
的
な
所
有

権
は
な
く
と
も
、
管
理
を
担
う
人
び
と

や
組
織
が
「
所
有
意
識
」
を
持
っ
て
対

象
に
働
き
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
だ
。

「
槻
井
泉
神
社
の
湧
水
」
で
は
、
地
元

町
会
の
清
水
西
町
会
に
よ
る
利
用
と
管

理
に
か
か
わ
る
歴
史
的
な
働
き
か
け
の

う
え
に
居
心
地
の
よ
さ
が
醸
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
清
水
西
町
会
は
60
年
も

の
間
絶
え
間
な
く
、「
区

民
だ
よ
り
（
町
会
の
広
報
紙
）」

を
発
行
し
て
い
た
り
、

町
会
内
に
文
化
部
を
持

つ
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク

な
町
会
で
あ
る
。
湧
水
の

あ
る
空
間
は
、
御
神
木
で
あ
る
欅け
や
きが
あ

り
、
水
神
が
祀
ら
れ
、
公
民
館
が
併
設

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
空
間
一
帯
が
地
域

の
シ
ン
ボ
ル
的
な
場
所
で
あ
り
、
人
び

と
の
精
神
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
つ

づ
け
て
き
た
。

松
本
市
は
こ
れ
ま
で
公
共
井
戸
の
整

備
に
力
を
入
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
高
く

評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
憩
い
の
場
」
づ
く
り
を
目
指
す
の
で

あ
れ
ば
、
従
来
の
ハ
ー
ド
面
の
整
備
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
町
会
に
働
き

か
け
た
り
、
町
会
活
動
を
支
援
す
る
な
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ど
ソ
フ
ト
面
の
政
策
へ
の
転
換
を
求
め

る
提
言
を
ま
と
め
た
。

現
在
、
松
本
市
役
所
内
で
は
公
共
井

戸
の
管
理
を
担
当
す
る
部
局
は
複
数
に

ま
た
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
束
ね
、

横
串
を
い
か
に
刺
せ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト

と
な
ろ
う
。
そ
の
役
割
を
担
う
組
織
と

し
て
総
合
戦
略
局
に
期
待
が
か
か
る
。

一
方
で
、「
鯛
萬
の
井
戸
」
で
は
、
町

会
は
関
与
せ
ず
、
有
志
の
３
人
の
管
理

者
に
よ
る
規
範
意
識
に
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
調
査
で
明
ら
か

と
な
っ
た
。

管
理
者
の
大
野
幸
俊

さ
ん
に
よ
れ
ば
、

井
戸
掃
除
と
は

「
人
の
命
を
預
か
っ
て

い
る
こ
と
」
と
同
義
で
あ
る

た
め
、「
水
を
守
る
こ
と
以
上
に

人
を
守
る
こ
と
」
を
意
識
し
た
掃

除
が
求
め
ら
れ
る
と
話
し
て
く
れ
た
。

水
槽
内
に
は
藻
が
生
え
な
い
よ
う
に

衛
生
的
に
管
理
さ
れ
て
お
り
、
利
用
者

は
安
心
し
て
飲
用
で
き
る
。
さ
ら
に
、

水
を
汲
む
際
に
足
を
滑
ら
せ
た

り
、
水
遊
び
を
す
る
子
ど

も
が
怪
我
を
し
な
い
よ

う
に
、
利
用
者
の

安
全
に
も
配
慮

さ
れ
、
水
場
の
隅
々

ま
で
掃
除
が
行
き
届
い
て

い
る
。「
憩
い
の
場
」
の
日
常

的
な
管
理
者
に
は
、
こ
う
し
た
規
範
意

識
が
求
め
ら
れ
、
責
任
あ
る
役
割
を
担

っ
て
い
る
こ
と
を
私
は
教
え
ら
れ
た
。

管
理
者
は
わ
ず
か
３
人
と
聞
け
ば
、

脆
弱
な
管
理
体
制
に
み
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
単
に
労
働
力
と
し
て

人
員
を
補
強
す
れ
ば
問
題
は
解
決
さ
れ

る
わ
け
で
な
い
。
居
心
地
の
よ
さ
を
つ

く
り
だ
す
管
理
者
の
規
範
意
識
を
し
っ

か
り
と
共
有
し
、
引
き
継
い
で
い
か
な

け
れ
ば
、「
憩
い
の
場
」
は
決
し
て
維
持

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

水
場
を「
憩
い
の
場
」に

す
る
２
つ
の
方
法

こ
れ
ら
の
事
例
の
分
析
か
ら
、
水
場

を
「
憩
い
の
場
」
に
す
る
に
は
、
２
つ

の
方
法
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
１

つ
は
、
町
会
と
い
う
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
に
よ
る
働
き
か
け
が
有
効
で
あ
る
こ

と
だ
。
も
う
１
つ
は
、
組
織
的
な
関
与

が
困
難
だ
と
し
て
も
、
規
範
意
識
を
持

つ
有
志
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

居
心
地
の
よ
い
空
間
は
つ
く
り
だ
せ
そ

う
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
松
本
市
内

に
は
ひ
と
気
の
な
い
公
共
井
戸
は
数
多

く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
２
つ
の
方

法
で
あ
れ
ば
、
ど
の
井
戸
に
も
応
用
で

き
る
可
能
性
が
あ
る
。

当
該
井
戸
と
周
辺
の
人
や
組
織
の
条

件
に
合
わ
せ
て
、
打
つ
手
を
変
え
て
い

け
ば
よ
い
。
町
会
活
動
が
活
発
で
な
く

と
も
婦
人
会
や
老
人
会
が
頼
り
に
な
る

地
域
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
小
学
校
区
ま

で
視
野
を
広
げ
た
り
、
商
店
街
組
織
も

担
い
手
と
な
り
う
る
も
の
だ
。
組
織
的

関
与
が
難
し
い
場
合
で
も
、
水
場
に
愛

着
を
持
つ
人
は
き
っ
と
い
る
は
ず
だ
。

ま
ず
は
少
数
の
有
志
で
ス
タ
ー
ト
し
て

み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
長

い
目
で
み
る
必
要
が
あ
る
。

松
本
市
に
は
、
水
場
を
「
憩
い
の
場
」

に
す
る
た
め
に
、
❶
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
（
町
会
）
を
育
て
る
こ
と
、
❷
規
範
意
識

を
持
つ
有
志
を
育
て
る
こ
と
。
す
な
わ

ち
、
水
場
を
支
え
る
人
と
組
織
を
支
援

す
る
政
策
を
打
つ
こ
と
を
提
言
し
た
い

の
で
あ
る
。

水
場
を
「
憩
い
の
場
」
に
し
よ
う
と

考
え
れ
ば
、
真
っ
先
に
管
理
組
織
や
地

元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
弱
体
化
が
目
に
つ

く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
労
働
力

の
補
充
と
し
て
外
部
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
動
員
し
た
り
、
業
者
に
委
託
す
る
よ

う
な
方
法
は
む
し
ろ
「
憩
い
の
場
」
か

ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

管
理
の
担
い
手
を
い
か
に
増
や
す
か

と
い
う
発
想
か
ら
、
地
元
町
会
や
有
志

を
ど
の
よ
う
に
育
て
て
い
く
か
、
発
想

の
転
換
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
公
共
井
戸
の
あ
り
方
の

問
い
直
し

初
年
度
の
連
載
で
は
、
長
野
県
松
本

市
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
「
公
」
の
井
戸
の

あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。

松
本
市
が
目
指
す
「
憩
い
の
場
」
の

モ
デ
ル
で
あ
る
と
私
た
ち
が
考
え
た

「
槻
井
泉
神
社
の
湧
水
」
や
「
鯛
萬
の
井

戸
」
の
２
つ
の
事
例
に
共
通
し
て
い
た

こ
と
は
、
管
理
者
が
法
的
な
所
有
権
を

持
た
な
く
て
も
、「
町
会
の
井
戸
」
と
い

　
　

　
　

　　　　　　

野田さんとゼミ生たちが政策を提言したあと、松本市役
所の方 と々の質疑応答に移りました。関連する５つの部
課の代表者が意見や感想を述べてくださったので、その
一部をご紹介します。
「早朝に井戸を掃除している人にはなかなか気づかな
い。だから共感や活動の輪が広がりにくいのかもしれ
ません。例えば雪かきも近所の人がやりはじめたのを
見て、一人また一人と増えていきますよね。コミュニティ
を活性化する有志を育てるには、『がんばっている人の
姿』が周りの人に伝わるようなしくみが必要だと思いまし
た」（お城まちなみ創造本部）
「耳の痛いお話もありましたが、過去にここまで踏み込
んだ内容の報告はなかったと思います。しかも、それぞれ
の井戸の特性までしっかり調査なさっている。雰囲気とし
てわかっていたつもりでも、数値化して提示されると確か
なものになる。参考にさせていただきます」（文化財課）
「コミュニティの希薄化や地域活動の縮小は全市的な課
題ですが、井戸という存在はそれらを活性化する可能性
があると感じました。また、『井戸を守ることは人を守るこ
と』という価値観を伝えていくことは、行政だけでは難し
いですが取り組まなければならないことです。地域の皆
さんと一緒に一つずつ考えていきます」（総合戦略室）
今回の政策提言が、行政と市民との協働などに活かさ
れることを願っています。

松本市からの意見・感想

水の文化 70号　みず・ひと・まちの未来モデル
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編集部が野田さんと松本市を訪ねたのは2021年
４月中旬。ゼミ生たちとリモートで初めて顔を合わ
せたのが５月でした。そこから井戸ごとに仮説を立
て、実際にフィールドワークを行ない、秋以降の討
議を経てゼミ生12名＋ミツカン若手社員３名は12月
の政策提言発表会に臨みました。
この間およそ８カ月。若者たちは松本市の公共井
戸と地域の関係を踏まえ、水場を憩いの場とする
ためにどうしたらよいのかを考えつづけました。ス
ムーズに進むかと思われたグループが思わぬとこ
ろで躓き、野田さんと他のグループの助言で提言を
再構築するなど、指導にあたった野田さんも含め
全員がぎりぎりまで力を振り絞りました。
政策提言発表会は松本市役所がプレスリリースを
配信したこともあり、報道記者も同席して実施され
ました。その様子は地方紙などのいくつかのメディ
アで取り上げられています。
誌面ではお伝えしきれなかった野田さんとゼミ生
たちがまとめた政策提言の詳細は、2022年３月下
旬に当センターのＨＰで公開する予定です。また、
提言を終えて成長したゼミ生たちの姿も掲載しま
すので、興味のある方はぜひご覧ください。
そして今、「みず・ひと・まちの未来モデル」の２年
目について構想中です。今度はどんな地域で、どの
ような着眼点で取り組むのか？ ご期待ください。

う
誇
り
と
責
任
感
に
裏
打
ち

さ
れ
た
「
所
有
意
識
」
を
持
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
地
域
の
「
憩
い
の

場
」
に
な
る
よ
う
に
掃
除
を
含
め
た
さ

ま
ざ
ま
な
働
き
か
け
の
結
果
と
し
て
、

す
べ
て
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
居
心
地

の
よ
い
空
間
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
年
、
地
域
空
間
を
「
公
・
共
・
私
」

と
区
分
す
る
発
想
が
社
会
科
学
や
行
政

機
関
の
な
か
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。「
公
」
と
は
国
や
地
方
自
治
体

が
所
有
・
管
理
す
る
空
間
で
あ
る
。「
共
」

は
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
地
元
住
民

が
共
同
で
所
有
（
占
有
）
し
た
り
、
管
理

す
る
空
間
を
指
す
。「
私
」
は
住
民
個
人

や
民
間
企
業
な
ど
が
私
的

に
所
有
・
管
理
す
る
空
間

で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
政

策
的
に
は
特
に
「
共
」
へ

の
関
心
が
高
ま
り
つ
つ

あ
る
。
地
元
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
や
地
元
住
民
の
主

体
的
な
管
理
の
も
と

行
な
わ
れ
て
い
る
ま

ち
づ
く
り
や
環
境

保
全
活
動
の
実
効
性
が
高
い
こ
と
が
広

く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か

ら
だ
。

公
共
井
戸
は
、
三
分
類
の
な
か
で

「
公
」
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
驚
く
こ
と
に
、「
憩
い
の
場
」と

な
っ
て
い
た
２
つ
の
水
場
で
は
、
所
有
権

を
保
持
し
て
い
な
く
と
も
、
地
元
町
会

や
有
志
の
住
民
が
「
所
有
意
識
」
を
持
っ

て
水
場
空
間
を
占
有
し
、
日
常
的
に
管

理
す
る
こ
と
で
、
誰
も
が
居
心
地
の
よ

い
空
間
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
２
つ
の
水
場
は

「
共
」
の
空
間
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、

結
果
的
に
す
べ
て
の
人
び
と
に
と
っ
て

も
憩
い
と
安
ら
ぎ
の
空
間
と
な
っ
て
い

た
の
だ
。

公
共
井
戸
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
は
「
公

＝
す
べ
て
の
人
び
と
の
も
の
」
と
い
う

こ
と
だ
。
な
ん
と
も
耳
あ
た
り
の
よ
い

言
葉
だ
が
、
裏
を
返
せ
ば
「
誰
の
も
の

で
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ

と
気
の
な
い
井
戸
は
、
地
元
の
関
与
が

な
く
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
か
ら
価
値

中
立
的
で
味
気
な
い
の
で
あ
る
。

「
憩
い
の
場
」
を
実
現
す
る
に
は
、
ま

ず
は
「
共
」
の
空
間
と
し
て
の
充
実
化

こ
そ
を
目
指
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
び
と

が
安
心
し
て
利
用
で
き
る
公
共
的
な

「
憩
い
の
場
」
を
体
現
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

２
０
３
０
年
ま
で
に
松
本
市
の
多
く

の
公
共
井
戸
が
「
憩
い
の
場
」
と
な
る

よ
う
、
と
き
に
は
伴
走
者
と
し
て
、
と

も
に
歩
ん
で
い
き
た
い
。

最
後
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
調
査
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た

「
源
智
の
井
戸
」、「
槻
井
泉
神
社
の
湧

水
」、「
鯛
萬
の
井
戸
」
の
利
用
者
お
よ

び
管
理
者
の
皆
さ
ま
、
政
策
提
言
の
機

会
を
い
た
だ
い
た
松
本
市
役
所
の
皆
さ

ま
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

（
２
０
２
１
年
12
月
23
日
取
材
）

政策提言の詳細はHPで公開

■政策提言「どうすれば水場を『憩い
　の場』にできるのか？」の骨子

提供：野田岳仁さん

つの
方法
❶コミュニティ（町会）を育てる
❷規範意識を持つ有志を育てる

水場を支える人と組織を支援する
政策を打つ

所有意識が

居心地の
よい

水場を
つく

る 地域の
憩いの場

ひと気の
ない井戸

提言発表会後の学生たち。充実感と開放感から
晴れ晴れとした表情だった

9

7「源智の井戸チーム」
発表者の晴山拓朗さん 
8「槻井泉神社の湧水チ
ーム」発表者の田中珠李
さん 9「鯛萬の井戸チー
ム」発表者の佐藤 雅さん
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山
間
部
の
盆
地
で

唯
一
生
食
で
き
た
海
産
物

　

中
国
地
方
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
あ
る
三み

次よ
し

市
や
庄し

ょ
う
ば
ら原市

と
い
っ
た
山
あ
い
の
地
で
は
、「
ワ
ニ
」（
注
１
）
の
肉
が

郷
土
料
理
と
し
て
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
ワ
ニ
と
は
、
山

陰
か
ら
広
島
県
北
部
に
か
け
て
の
「
サ
メ
」
の
呼
称
だ
。

今
回
は
三
次
市
を
訪
れ
、
ワ
ニ
の
食
文
化
を
探
っ
た
。

　

三
次
市
は
、
日
本
海
へ
注
ぐ
江ご
う

の
川か

わ

に
馬ば

洗せ
ん
が
わ川

、

西さ
い
じ
ょ
う
が
わ

城
川
が
合
流
す
る
盆
地
で
、
古
く
か
ら
舟
運
で
栄
え

て
き
た
。
さ
ら
に
江
の
川
の
上
流
に
は
広
島
市
に
流
れ

る
太
田
川
の
支
流
も
あ
る
た
め
、
山
陰
と
山
陽
を
結
ぶ

要
衝
と
し
て
三
次
は
非
常
に
賑
わ
っ
た
。

　

広
島
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館 

主
任
学
芸
員
の
葉
杖

哲
也
さ
ん
に
よ
る
と
、
山
陰
で
は
江
戸
時
代
か
ら
ワ
ニ

漁
が
行
な
わ
れ
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
島
根
県

大
田
市
の
五い

そ十
猛た

け

な
ど
で
水
揚
げ
さ
れ
た
ワ
ニ
を
三
次

ま
で
運
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
舟
だ
と
時

間
が
か
か
り
す
ぎ
る
た
め
陸
路
の
可
能
性
が
高
い
が
、

山
陰
と
川
で
つ
な
が
っ
て
い
た
三
次
な
ら
で
は
だ
。

「
ワ
ニ
肉
は
、
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
オ
キ
シ
ド
と
ア
ン

モ
ニ
ア
臭
の
元
で
あ
る
尿
素
が
豊
富
で
す
。
こ
れ
ら
が

食
中
毒
の
発
生
を
抑
え
、
脂
質
も
酸
化
し
に
く
い
た
め

味
が
落
ち
に
く
い
。
ま
た
、
ワ
ニ
は
死
後
３
日
目
以
降

に
ア
ミ
ノ
酸
が
急
増
し
、
う
ま
味
が
増
す
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
海
産
品
と
い
え
ば
塩
蔵
物
し
か
な
か
っ
た
三
次
で
、

今
の
よ
う
な
輸
送
手
段
が
な
か
っ
た
時
代
に
生
食
で
き
る

唯
一
の
海
産
物
が
ワ
ニ
だ
っ
た
の
で
す
」

秋
祭
り
や
正
月
な
ど

ハレ
の
日
の
ご
ち
そ
う

　

三
次
に
は
、
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
や
ア
オ
ザ
メ
、
と
き
に
人

食
い
ザ
メ
（
注
２
）
と
し
て
恐
れ
ら
れ
る
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ

もちっとした食感が楽しめる「ワニ刺身」。しょうが醤油で味わう

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を

訪
ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
広
島
県
の

北
部
で
、
秋
祭
り
や
正
月
に
欠
か
せ
な

か
っ
た
「
ワ
ニ
」
料
理
を
紹
介
し
ま
す
。

ハレの日に食卓を彩る

「ワニ」料理 「
ワ
ニ
」
料
理
（
広
島
県
北
部
） 16

広島県

島根県

山口県

鳥取県

岡山県
三次市
庄原市

●
松江●

出雲

●
　浜田

広島● 尾道●

倉敷●

水の文化 70号　食の風土記
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な
ど
、
20
種
類
ほ
ど
の
ワ
ニ
が
食
用
と

し
て
運
び
込
ま
れ
て
い
た
。
特
に
人
気

だ
っ
た
の
が
、
も
っ
ち
り
と
し
て
ア
ン

モ
ニ
ア
臭
の
少
な
い
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
。
今

も
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
売
ら
れ
、

食
卓
に
上
る
定
番
だ
。

　

食
べ
方
は
刺
身
が
主
で
、
他
に
酢
味

噌
和
え
、
煮
付
け
な
ど
。
夏
以
外
は
日

常
的
に
消
費
さ
れ
た
。
三
次
で
は
、
秋

祭
り
や
正
月
な
ど
ハ
レ
の
日
に
ワ
ニ
の

刺
身
が
並
ん
だ
。「
腹
が
つ
べ
と
う
（
冷
た

く
）
な
る
ほ
ど
ワ
ニ
を
食
べ
る
の
が
最
高

の
ご
ち
そ
う
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
ワ

ニ
の
刺
身
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
大
正

時
代
か
ら
昭
和
時
代
初
期
に

か
け
て
は
岩
手
や
秋
田
な
ど

で
も
ワ
ニ
を
刺
身
で
食
べ
た

よ
う
だ
が
、
山
間
部
、
し
か
も
ハ
レ
の

日
に
今
で
も
刺
身
を
食
べ
る
の
は
広
島

県
北
部
特
有
の
食
習
慣
ら
し
い
。

　

ワ
ニ
を
刺
身
と
し
て
い
つ
か
ら
食
べ

て
い
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
山
陰

で
の
ワ
ニ
漁
の
記
録
や
五
十
猛
と
三
次

間
の
移
動
距
離
、
ア
ン
モ
ニ
ア
に
よ
る

ワ
ニ
肉
の
保
存
性
の
高
さ
な
ど
を
考
え

る
と
、「
江
戸
時
代
か
ら
ワ
ニ
の
刺
身
が

食
べ
ら
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
」

と
い
う
の
が
葉
杖
さ
ん
の
説
だ
。

昔
か
ら
幅
広
く
使
わ
れ

身
近
な
存
在
だ
っ
た
ワ
ニ

　

ワ
ニ
の
刺
身
を
ぜ
ひ
食
べ
た
い
と
思

い
、
今
で
は
ワ
ニ
料
理
を
味
わ
え
る
希

少
な
店
「
む
ら
た
け
総
本
家
」
へ
。
こ

こ
で
は
鳥
取
県
の
境
港
で
水
揚
げ
さ
れ

る
ア
オ
ザ
メ
を
一
尾
丸
ご
と
仕
入
れ
、

刺
身
や
湯
引
き
、
天
ぷ
ら
、
あ
ぶ
り
串

な
ど
で
提
供
し
て
い
る
。

　

初
め
て
ワ
ニ
肉
を
口
に
す
る
。
き
れ

い
な
ピ
ン
ク
色
を
し
た
刺
身
と
湯
引
き

は
肉
厚
で
、
ビ
ン
チ
ョ
ウ
マ
グ
ロ
の
よ

う
に
も
ち
も
ち
と
し
た
食
感
。
昔
は

「
捕
れ
て
か
ら
１
～
２
週
間
た
っ
た
臭

う
よ
う
な
ワ
ニ
の
肉
が
う
ま
い
」
と
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
今
は
臭
み
も
な

く
、
何
切
れ
で
も
食
べ
ら
れ
る
。
天
ぷ

ら
は
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
食
べ
や
す
く
、

鶏
肉
に
近
い
。

「
ワ
ニ
は
昔
こ
そ
ア
ン
モ
ニ
ア
臭
い
イ

メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近
は
特

に
若
い
方
に
お
い
し
い
と
人
気
な
ん
で

す
よ
」
と
女
将
の
村
竹
美
保
さ
ん
。

　

ワ
ニ
肉
に
は
免
疫
や
骨
の
強
化
、
眼

精
疲
労
を
和
ら
げ
る
と
い
っ
た
効
果
も

あ
る
と
さ
れ
、
肝
油
な
ど
は
昔
か
ら
薬

と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
。

　

葉
杖
さ
ん
に
よ
る
と
、
ワ
ニ
の
骨
を

加
工
し
た
装
飾
品
が
庄
原
市
内
の
縄
文

遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

今
は
海
の
厄
介
者
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る

が
、
太
古
か
ら
人
に
と
っ
て
身
近
だ
っ

た
ワ
ニ
。
し
か
も
お
い
し
い
。
サ
メ
へ

の
印
象
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
っ
た
。

（
２
０
２
１
年
11
月
24
、
25
日
取
材
）

（注1）ワニ
ワニという呼称は「因幡（いなば）の白兎

（しろうさぎ）」伝説の和邇（わに）からなど
諸説あるが、正確な語源は不明。

（注2）人食いザメ
まれに人がサメに襲われることはあるが、
人を狙って襲うサメは存在しないので

「人食いザメ」という表現は誤り。

1江の川に馬洗川、西城川が合流する三次市。ワニは行商人が山陰から
三次などの山間に運び、帰りは沿岸部では収穫困難な米を仕入れたとの
説もある 2「むらたけ総本家」で味わえる「ワニ湯引き」（手前）と「ワニ梅
しそ巻き天ぷら」3石畳が残る三次の町並み 4広島県立歴史民俗資料
館 主任学芸員の葉杖哲也さん 5「むらたけ総本家」外観

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を

訪
ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
広
島
県
の

北
部
で
、
秋
祭
り
や
正
月
に
欠
か
せ
な

か
っ
た
「
ワ
ニ
」
料
理
を
紹
介
し
ま
す
。

2 1

45 3

ハレの日に食卓を彩る「ワニ」料理



坂本クンと行く川巡り  第21回  
Go ! Go ! 109水系

阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
の
恵
み
と

リ
ス
ク
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー

白
川

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内
で
、
編
集
部
の

面
々
が
全
国
の
一
級
河
川
「
１
０
９
水
系
」
を
巡

り
、
川
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
探
り
な
が
ら
、
川
の

個
性
を
再
発
見
し
て
い
く
連
載
。
今
回
は
、阿
蘇
カ

ル
デ
ラ
か
ら
流
れ
出
る
「
白
川
」
を
巡
り
ま
し
た
。

蛇行しながら島原湾に向かって流れる白川

水の文化 70号　Go!Go!109水系 52



阿
蘇
の
大
噴
火
に
よ
る

カ
ル
デ
ラ
を
も
つ
川

　

熊
本
市
と
い
え
ば
、
地
下
水
の
水
道

水
で
有
名
で
、
豊
富
な
地
下
の
水
が
め

を
も
つ
水
の
都
市
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
熊
本
の
水
は
、
ど
こ
か
ら

や
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

流
域
地
図
を
眺
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

熊
本
市
内
か
ら
東
に
巨
大
な
火
山
の
阿

蘇
山
が
あ
り
ま
す
。
外
輪
山
と
呼
ば
れ

る
円
状
に
山
々
の
内
側
に
形
づ
く
ら
れ

た
壮
大
な
平
原
が
あ
り
、
カ
ル
デ
ラ
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
約
27
万
年
前
か
ら

の
４
回
に
わ
た
る
大
噴
火
が
形
づ
く
っ

た
も
の
で
、
火
山
の
中
心
が
ぽ
っ
か
り

沈
下
し
て
で
き
た
地
形
で
す
。
カ
ル
デ

ラ
内
に
は
最
後
の
大
噴
火
後
に
つ
く
ら

れ
た
火
山
帯
（
中
央
火
口
丘
群
）
が
あ
り
ま

す
。 

空
か
ら
み
る
と
、
ま
る
で
巨
大
な

水
盆
の
よ
う
で
す
。

　

こ
の
巨
大
な
カ

ル
デ
ラ
の
割
れ
目

か
ら
水
は
流
れ
出

て
い
き
ま
す
。「
お

た
ま
じ
ゃ
く
し

型
」
と
も
「
あ
た

ま
で
っ
か
ち
」
と

も
呼
ば
れ
る
白し
ら

川か
わ

流
域
で
す
が
、
形

か
ら
し
て
も
巨
大

な
水
盆
で
こ
こ
に

降
っ
た
雨
が
徐
々

に
、
地
下
や
台
地

を
流
れ
、
熊
本
市
街
を
潤
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
も
し
こ
れ
が
、
カ
ル
デ
ラ

内
に
大
雨
が
降
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
川
を
ど
う
治
め
、
ど

う
付
き
合
っ
て
き
た
の
か
を
探
る
べ
く
、

白
川
流
域
を
巡
り
ま
し
た
。

治
水
の
難
し
い

白
川
流
域

　

白
川
の
流
域
面
積
は
阿
蘇
の
カ
ル
デ

ラ
内
が
８
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の

カ
ル
デ
ラ
は
屈
指
の
降
水
地
帯
で
、
日

本
の
年
平
均
雨
量
の
２
倍
の
雨
が
降
り

ま
す
。
流
域
の
８
割
の
雨
水
が
上
流
に

集
ま
る
わ
け
で
す
か
ら
、
下
流
域
に
流

れ
出
て
く
る
と
当
然
あ
ふ
れ
る
わ
け
で

す
。
し
か
も
、
カ
ル
デ
ラ
か
ら
流
れ
出

て
き
た
白
川
は
急
勾
配
な
上
流
域
か
ら

一
気
に
熊
本
市
街
に
到
達
し
ま
す
。
さ

ら
に
熊
本
市
街
で
一
気
に
勾
配
が
緩
く

な
り
、
水
の
勢
い
に
急
ブ
レ
ー
キ
が
か

か
る
の
で
、
必
然
的
に
こ
こ
で
あ
ふ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

①
上
流
域
で
雨
を
８
割
集
め
る
構
造
、

②
年
平
均
２
倍
の
雨
が
降
る
、
③
急
流

か
ら
の
急
ブ
レ
ー
キ
と
い
う
三
重
苦
に

よ
り
、
１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）
６
月
26
日

（
西
日
本
大
水
害
）
で
は
、
大
変
な
被
害
と

な
っ
た
過
去
が
あ
り
ま
す
。
阿
蘇
地
方

で
１
０
０
０
㎜
を
超
え
る
雨
が
降
り
、

降
っ
た
大
雨
は
下
流
を
直
撃
し
、
熊
本

市
街
全
域
は
浸
水
被
害
を
受
け
、
流
域

で
の
被
害
は
、
死
者
行
方
不
明
者
４
２

２
人
、
家
屋
浸
水
３
万
１
１
４
５
戸
、

橋
梁
流
出
85
橋
（
う
ち
熊
本
市
内
の
白
川
本
川
、

白
川
に
か
か
る
橋
14
橋
）
と
な
り
ま
し
た
。

お
ま
け
に
、
阿
蘇
か
ら
流
れ
出
て
く
る

濁
水
に
は
「
ヨ
ナ
」
と
呼
ば
れ
る
火
山

灰
が
含
ま
れ
て
お
り
、
水
を
含
む
と
大

変
重
た
く
、
浸
水
し
た
熊
本
市
街
を
覆

い
つ
く
し
、
復
旧
の
足
か
せ
と
な
り
ま

し
た
。

　

上
流
域
の
面
積
が
大
き
な
川
は
、
安

定
し
た
水
源
に
な
り
や
す
い
一
方
、
急

激
に
降
る
と
水
害
の
危
険
が
高
ま
る
と

い
う
リ
ス
ク
を
持
っ
て
い
て
非
常
に
水

を
治
め
る
の
が
難
し
い
で
す
。

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

川名の由来【白川】
阿蘇の麓から発し、白水村（現・南阿
蘇村）を通り、熊本市で島原湾に入る
大河。川名は白い清冽な水の色を示す。

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校生になって
から下校途中の遠賀川へ寄り道をするようになり、川に興味をもちは
じめ、川に青春を捧げる。全国の河川市民団体に関する研究や川を
活かしたまちづくりの調査研究活動を行なっている。筑波大学大学院
システム情報工学研究科修了。白川直樹研究室「川と人」ゼミ出
身。博士（工学）。国立研究開発法人土木研究所自然共生研究
センター専門研究員を経て2021年10月から現職。手取川が流れる
石川県白山市の白峰集落に移住。

坂本 貴啓 
さかもと  たかあき

東京大学 地域未来社会連携研究機構 
北陸サテライト 特任助教

立野ダム付近の高台に設置されている
「MYダムカードフォトフレーム」で撮影
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熊本駅

金峰山

烏
帽
子
岳

杵
島
岳 中

岳

白
川
水
源

高
岳

根
子
岳

大観望

阿蘇くまもと空港

立
野
駅

高森駅

熊本城

新八代駅

天草市

新
水
俣
駅

阿蘇山

新玉名駅

熊本駅

新玉名駅

金峰山

烏
帽
子
岳

杵
島
岳 中

岳

白
川
水
源

高
岳

根
子
岳

大観望

阿蘇くまもと空港

立
野
駅

高森駅

熊本城

新八代駅

天草市

新
水
俣
駅

阿蘇山

白川

白川

菊池川 黒川

緑川

球
磨
川

白川

白川

菊池川 黒川

緑川

球
磨
川

有
明
海

八代海

豊肥本線

南阿蘇鉄道

九州新幹線

九州自動車道

豊肥本線

南阿蘇鉄道

九州新幹線

九州自動車道

内牧遊水池

立
野
ダ
ム

鼻
ぐ
り
井
手

白
川
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
白
川
流
域
リ
バ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

白川夜市
（緑の区間）

内牧遊水池

立
野
ダ
ム

鼻
ぐ
り
井
手

白
川
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
白
川
流
域
リ
バ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

白川夜市
（緑の区間）

国
土
交
通
省
九
州
地
方
整
備
局

立
野
ダ
ム
工
事
事
務
所

熊本河川国道事務所

国
土
交
通
省
九
州
地
方
整
備
局

立
野
ダ
ム
工
事
事
務
所

熊本河川国道事務所

溜
め
る

カ
ル
デ
ラ
内
で

水
を
溜
め
る
努
力

　

カ
ル
デ
ラ
と
い
う
地
形
ゆ
え
に
水
が

一
気
に
押
し
寄
せ
や
す
い
白
川
流
域
を

治
め
て
い
く
に
は
、
カ
ル
デ
ラ
内
で
水

を
溜
め
こ
み
、
少
し
ず
つ
地
下
に
浸
透

さ
せ
た
り
、
川
に
水
を
流
し
た
り
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
カ
ル
デ
ラ
内
の
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
遊
水
地
と
い
う
施
設

を
つ
く
っ
て
水
を
溜
め
る
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
遊
水
地
を
は
じ
め
と
す
る
、
水

を
溜
め
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
熊
本

県
土
木
部
河
川
港
湾
局
の
里
村
真
吾
さ

ん
、
菰こ
も

田だ

武
志
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま

し
た
。

「
カ
ル
デ
ラ
内
に
は
、
中
央
火
口
丘
群

の
南
回
り
で
流
れ
出
て
く
る
白
川
と
、

白
川
の
支
流
と
し
て
北
回
り
で
流
れ
出

て
く
る
黒
川
が
あ
り
ま
す
。
白
川
は
勾

配
が
少
し
急
で
水
が
流
れ
や
す
い
の
で

す
が
、
黒
川
は
勾
配
が
緩
い
の
で
水
が

あ
ふ
れ
や
す
い
で
す
。
カ
ル
デ
ラ
内
の

阿
蘇
に
も
多
く
の
民
家
が
あ
り
ま
す
の

で
、
安
全
に
水
を
あ
ふ
れ
さ
せ
る
遊
水

地
を
黒
川
沿
い
に
７
つ
計
画
し
ま
し
た
」

　

流
域
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
水
を
溜

め
る
取
り
組
み
は
、
現
在
「
流
域
治

水
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
川
の
な

か
だ
け
で
水
を
処
理
せ
ず
、
流
域
に
分

散
さ
せ
、
安
全
に
流
し
た
り
、
浸
透
さ

せ
た
り
す
る
も
の
で
す
。
熊
本
県
で
は

「
緑
の
流
域
治
水
」
と
い
う
考
え
方
を

踏
ま
え
、
県
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で

取
り
組
み
の
幅
を
広
げ
て
お
り
、
今
後

ま
す
ま
す
水
を
溜
め
る
取
り
組
み
が
進

ん
で
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

水
を
溜
め
る
最
後
の
要

「
立
野
ダ
ム
」

　

カ
ル
デ
ラ
内
で
は
各
所
で
少
し
ず
つ

水
を
溜
め
て
い
き
ま
す
が
、
カ
ル
デ
ラ

出
口
に
は
、
白
川
本
川
と
黒
川
の
合
流

地
点
が
あ
り
、
阿
蘇
に
降
っ
た
雨
が
押

し
寄
せ
下
流
に
一
気
に
流
れ
て
、
熊
本

市
街
地
で
あ
ふ
れ
出
て
し
ま
う
リ
ス
ク

を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
カ
ル
デ
ラ
に
水

を
溜
め
る
最
後
の
砦
と
し
て
、
立
野
ダ

ム
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ダ
ム

サ
イ
ト
（
ダ
ム
建
設
地
）
を
国
土
交
通
省
九

州
地
方
整
備
局
立
野
ダ
ム
工
事
事
務
所

の
北
嶋
清
さ
ん
と
梅
㟢
健
史
さ
ん
に
案

内
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 白川
 水系番号 ： 99
 都道府県 ： 熊本県
 源流 ： 根子岳（1433 ｍ） 
 河口 ： 有明海  
 本川流路延長 ： 74 km 69位／109
 支川数 ： 16河川 103位／109
 流域面積 ： 480 km2 91位／109
 流域耕地面積率 ： 25.4 ％ 7位／109
 流域年平均降水量 ： 2523.4 mm 24位／109
 基本高水流量 ： 3400 m3/ s 86位／109
 河口換算の
 基本高水流量※ ： 3421 m3/ s 92位／109

 流域内人口 ： 13万4111人 62位／109
 流域人口密度 ： 279人 / km2 33位／109
（基本高水流量観測地点：代継橋〈河口から12.3km地点〉）
※河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量
÷基準点の集水面積）　
※各水系の比較のため公式発表諸元をもとに坂本貴啓さん作成
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本
河川図の裏面）　流域内人口 ＝ 国土交通省「一級水系における
流域等の面積、総人口、一般資産額等について（流域）」を参照
（最終閲覧日2013年4月）

【白川流域の地図】国土交通省国土数値情報「河川データ（平
成19年）、流域界データ（昭和52 年）、鉄道データ（令和2
年）、高速道路時系列データ（令和2年）」より編集部で作図
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礎
を
築
く

「
治
水
が
難
し
い
白
川
で
す
が
、
今
取

り
組
ん
で
い
る
の
が
立
野
ダ
ム
の
建
設

で
す
。
カ
ル
デ
ラ
の
出
口
付
近
に
ダ
ム

を
つ
く
り
、
一
時
的
に
水
を
溜
め
込
み
、

下
流
に
水
が
集
中
す
る
の
を
防
ぎ
ま
す
。

ダ
ム
は
川
を
湖
に
変
え
て
し
ま
う
の
で

環
境
へ
の
影
響
な
ど
も
心
配
さ
れ
ま
す

が
、
こ
の
ダ
ム
は
穴
あ
き
式
ダ
ム
と
い

っ
て
、
ダ
ム
堤
体
の
一
番
下
に
穴
が
開

い
て
い
て
、
洪
水
時
だ
け
水
が
溜
ま
り
、

雨
が
や
ん
で
半
日
も
す
る
と
、
元
通
り

の
川
に
な
る
と
い
う
構
造
で
す
」
と
北

嶋
さ
ん
。

　

ダ
ム
サ
イ
ト
の
周
囲
を
見
る
と
、
た

し
か
に
狭
ま
っ
た
場
所
で
、
広
大
な
阿

蘇
に
降
っ
た
雨
を
こ
こ
で
一
手
に
引
き

受
け
る
ダ
ム
を
つ
く
る
の
は
効
率
的
で
、

下
流
に
流
れ
出
る
前
に
い
か
に
水
を
抑

制
で
き
る
か
が
、
下
流
の
命
運
を
握
っ

て
い
る
こ
と
が
実
感
で
き
ま
す
。

加
藤
清
正
の

治
水
の
術

　

カ
ル
デ
ラ
内
か
ら
流
れ
出
て
き
た
水

を
ど
う
安
全
に
使
う
か
が
重
要
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
遊
水
地

や
ダ
ム
な
ど
近
代
的
な
治
水
施
設
が
な

か
っ
た
こ
ろ
、
白
川
の
水
利
用
も
含
め

た
治
水
が
い
か
に
大
変
な
も
の
だ
っ
た

か
は
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
阿
蘇
か
ら
流
れ
出
て
き
た
水
を
い

か
に
制
御
し
、
水
利
用
し
や
す
く
し
農

業
生
産
力
を
上
げ
る
か
と
い
う
の
が
昔

か
ら
の
大
き
な
課
題
で
し
た
。

　

こ
の
課
題
に
立
ち
向
か
っ
て
今
日
の

熊
本
の
治
水
の
礎
を
築
い
た
の
が
熊
本

藩
主
と
な
っ
た
加
藤
清
正
で
し
た
。
清

正
は
、
白
川
の
各
所
に
洪
水
を
考
慮
し

た
堰
を
つ
く
っ
た
り
、
白
川
と
坪
井
川

の
付
け
替
え
工
事
を
し
た
り
と
さ
ま
ざ

ま
な
取
り
組
み
を
始
め
ま
す
。
治
水
の

術
を
活
か
し
、
白
川
左
岸
の
馬
場
楠
と

い
う
と
こ
ろ
で
水
を
取
り
入
れ
た
水
路

を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の
水
路
の
一
部
分

は
特
別
に
鼻
ぐ
り
井
手
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
鼻
ぐ
り
井
手
の
構
造
と
技
術
に

つ
い
て
、
菊
陽
町
文
化
財
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ガ
イ
ド
の
会
の
松
永
政
秋
さ
ん
に
案

内
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
こ
の
水
路
の
な
か
に
い
く
つ
も
岩
の

壁
み
た
い
な
の
が
あ
っ
て
穴
が
開
い
て

い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
鼻
ぐ
り
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
す
。
何
の
た
め
に
こ
う

な
っ
て
い
る
か
わ
か
り
ま
す
か
？
」
と

松
永
さ
ん
。
ち
ょ
う
ど
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

の
た
め
水
が
抜
い
て
あ
る
時
だ
っ
た
の

で
、
余
計
に
用
途
が
想
像
し
に
く
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
こ
れ
は
、
火
砕
流
の
堆
積
物
な
ん
で

す
。
く
り
ぬ
か
な
い
と
い
け
な
か
っ
た

か
ら
岩
盤
に
穴
を
開
け
た
ん
で
す
が
、

穴
の
開
け
方
、
岩
と
岩
の
間
隔
を
調
整

す
る
こ
と
で
流
れ
に
緩
急
を
つ
け
て
、

火
山
灰
な
ど
の
土
砂
が
溜
ま
ら
ず
、
流

1阿蘇北外輪山の「大観峰（だいかんぼう）」から阿蘇五岳を望む。向かって左側の山麓を流れるのが支流の黒川　2阿蘇市内牧にある「内牧遊水地」。豪雨の際に黒川の水を一
時的に溜める機能をもつ　3熊本県土木部河川港湾局の里村真吾さん（右）と菰田武志さん（左）　4増水時、黒川から内牧遊水地へ水を逃がすために設けられた越流堤　
5白川と黒川の合流地点。右からの流れが黒川で、立野ダムはこの少し下流に設けられる　6工事が進む立野ダム　7国土交通省九州地方整備局立野ダム工事事務所の北嶋
清さん（左）、上野扶民さん（中）、梅㟢健史さん（右）　8鼻ぐり井手の構造模型と坂本さん　9菊陽町文化財ボランティアガイドの会の松永政秋さん　10上から見た鼻ぐり井手

6

8

9
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5

7

阿蘇カルデラの恵みとリスクのメッセンジャー 白川55



に
ぎ
わ
い

水道町交差点

NTT九品寺ビル鶴屋百貨店

下通アーケード

下通り

熊本市庁舎熊本城
平均浸水深2.３～3.４m以上

電車通り坪井川

標高（T.P.m）

平均浸水深
０.5～１.0m

白  川

大甲橋

1.0
10.0

20.0

0.9

1.0

3.36 2.3

1.0

れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
清
正
公
の
時

代
の
技
術
で
す
」

　

水
の
細
か
な
挙
動
へ
の
理
解
と
、

後
々
の
管
理
ま
で
考
え
た
優
れ
た
技
術

に
感
動
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
清
正
が
築
い
た
治
水
施
設
は

現
役
で
あ
り
、
白
川
の
治
水
・
利
水
の

骨
格
と
な
っ
て
い
ま
す
。

治
水
と
合
わ
せ
た

ま
ち
の
に
ぎ
わ
い

　

熊
本
市
街
中
心
部
を
通
過
す
る
白
川

は
、
水
害
と
隣
り
合
わ
せ
で
す
。
こ
の

あ
た
り
で
氾
濫
し
て
し
ま
う
と
都
市
機

能
が
麻
痺
す
る
と
い
う
大
変
な
リ
ス
ク

を
秘
め
て
い
ま
す
。
熊
本
市
街
の
水
害

リ
ス
ク
と
治
水
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

熊
本
河
川
国
道
事
務
所
の
牧
野
純
治
さ

ん
、
石
田
博
揮
さ
ん
、
金
井
茂
雄
さ
ん
、

中
野
翔
太
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
満
水
時
の
白
川
は
、
熊
本
市
街
の
標

高
よ
り
も
水
が
高
い
と
こ
ろ
を
流
れ
て

い
る
の
で
、
白
川
が
あ
ふ
れ
る
と
川
の

そ
ば
よ
り
も
標
高
が
低
い
市
街
地
の
方

が
危
険
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

近
年

（
１
９
９
０
年
、
２
０
１
２
年
）
に
も
あ
ふ
れ
て

お
り
、
対
策
と
し
て
、
川
の
な
か
を
掘

っ
た
り
（
河
道
掘
削
）、
川
幅
を
広
げ
た
り

（
拡
幅
）
と
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進

め
て
い
ま
す
」

　

限
ら
れ
た
空
間
で
、
熊
本
市
街
へ
の

対
策
を
進
め
て
い
る
市
街
地
（
大
甲
橋
〜

明
午
橋
間
）
の
白
川
で
す

が
、
川
沿
い
に
樹
木
が

多
く
、
こ
の
樹
木
を
切

っ
て
工
事
を
進
め
よ
う

と
し
た
際
に
、
市
民
か

ら
切
ら
な
い
で
ほ
し
い

と
い
う
声
が
上
が
り
ま

し
た
。
白
川
の
こ
の
区

間
は
、
川
沿
い
に
樹
木

が
多
く
、
穏
や
か
に
過

ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
民
は
川
沿
い
に
居
心

地
の
よ
さ
と
い
う
別
の

価
値
を
見
出
し
て
い
ま

し
た
。

　

こ
の
空
間
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
を
最
大
限
に
活

か
そ
う
と
夜
に
利
用
の

幅
を
広
げ
る
試
み
と
し

て
夜
市
が
行
な
わ
れ
て

い
ま
す
。「
白
川
夜
市
」

の
実
施
に
取
り
組
む

関
係
機
関
の
皆
さ
ん

（Shirakaw
a Banks 

ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
モ
ー
ガ
ン
さ
ん
、

熊
本
市
中
央
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

光
安
林
太
郎

さ
ん
、
熊
本
城
東
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社 

南
良
輔

さ
ん
）に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）に
河
川
法
の
準

則
の
改
正
が
あ
り
、
川
沿
い
で
の
ま
ち

づ
く
り
の
一
環
で
商
業
活
動
な
ど
を
行

な
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
公
共
空
間
で
商
業
活
動
は
ほ
と
ん
ど

国土交通省熊本河川国道事務
所提供資料をもとに編集部作成

112021年11月27日に開かれた「白川夜市」　12前列左か
ら熊本河川国道事務所の金井茂雄さん、石田博揮さん、牧野純
治さん。後列左から同所の中野翔太さん、ShirakawaBanksのジ
ェイソン・モーガンさん、熊本市中央区まちづくりセンターの光安林
太郎さん　13熊本城東マネジメント株式会社の南良輔さん　
14白川夜市の会場でもある白川の「緑の区間」　15緑の区
間の左岸側。このような心地よい空間が続く　16家族連れも目
立った白川夜市。親子ともに記憶に残る場となっている

11

1213

14

15

16

１９５３年（昭和２８）水害時の水位と
現在の熊本市街地（想定断面図）
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つながり
の
場
合
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
、
画
期

的
な
出
来
事
で
し
た
。
白
川
の
右
岸
と

左
岸
両
方
が
熊
本
の
中
心
市
街
地
で
す
。

こ
れ
ま
で
川
は
市
街
を
分
断
す
る
も
の

に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
川
と
共
生

す
る
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
取
り
組
み
と

し
て
白
川
夜
市
を
始
め
ま
し
た
」

　

白
川
夜
市
は
毎
月
第
４
土
曜
日
に
行

な
わ
れ
て
お
り
、
川
を
活
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
の
社
会
実
験
が
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
都
市
の
水
害
を
防
止
す
る
た
め
安

全
に
流
下
さ
せ
る
役
割
の
一
方
で
、
都

市
か
ら
近
い
こ
の
空
間
を
う
ま
く
使
え

れ
ば
、
市
民
の
憩
い
や
ま
ち
の
に
ぎ
わ

い
を
実
現
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性

が
あ
る
空
間
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し

ま
し
た
。

水
を
流
す
だ
け
の
川
か
ら

人
と
の
つ
な
が
り
の
川
へ

　

熊
本
市
街
の
川
の
特
徴
と
し
て
は
、

橋
の
上
や
パ
ラ
ペ
ッ
ト
製
の
特
殊
堤

（
幅
30
㎝
、
高
さ
50
㎝
く
ら
い
の
堤
防
）
沿
い
か

ら
川
を
の
ぞ
き
込
む
と
い
う
距
離
感
で

す
。
川
に
降
り
て
い
く
た
め
に
は
階
段

を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ど
こ
か
ら

で
も
川
に
近
づ
け
る
と
い
う
よ
う
な
距

離
感
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち

や
市
民
が
も
っ
と
川
に
近
づ
い
て
安
全

に
楽
し
め
る
よ
う
に
と
活
動
を
行
な
っ

て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
白
川
流
域
リ
バ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
、
流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

の
金
子
好
雄
さ
ん
、
丸
山
修
さ
ん
、
松

川
貴
美
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
子
ど
も
の
課
外
活
動
は
校
区
に
縛
ら

れ
ま
す
。
流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ

て
の
活
動
だ
と
流
域
を
視
野
に
入
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
子
ど
も
た
ち
に
川

を
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
メ
ン
バ
ー
が
川

の
指
導
者
の
資
格
を
取
り
、
安
全
な
川

遊
び
（
生
き
物
調
査
、
川
流
れ
体
験
な
ど
）
を
提

供
し
て
き
ま
し
た
」

　

学
校
で
は
校
区
、
安
全
な
ど
の
問
題

が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う

課
題
の
受
け
皿
を
流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
提
供
し
、
川
に
学
べ
る
こ
と
は
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
貴
重
な
機
会
で
す
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
川
で
の
体
験
活
動

の
み
な
ら
ず
、
熊
本
の
川
の
歴
史
に
目

を
向
け
る
活
動
も
始
め
た
そ
う
で
す
。

「『
白
川
の
自
然
と
歴
史
キ
ッ
ズ
探
偵

団
』
と
い
う
年
間
の
９
回
の
活
動
の
な

か
で
、
子
ど
も
た
ち
の
一
番
な
じ
み
の

あ
る
水
生
生
物
調
査
か
ら
、
川
流
れ
体

験
、
ち
ょ
っ
と
遠
く
の
川
や
ま
ち
を
見

に
行
く
な
ど
関
心
の
幅
を
広
げ
て
い
き

ま
し
た
。
最
後
は
加
藤
清
正
の
川
づ
く

り
と
ま
ち
づ
く
り
に
ま
で
行
き
つ
い
て
、

い
い
探
求
学
習
に
な
り
ま
し
た
」

　

水
を
流
す
だ
け
の
川
か
ら
つ
な
が
り

の
感
じ
ら
れ
る
川
を
目
指
し
て
い
く
流

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
取
り
組
み
も
20
年

以
上
。
川
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
感
じ

ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
が
熊
本
で
育
っ
て

い
ま
す
。

阿
蘇
と
運
命
共
同
体
の

熊
本
の
ま
ち
と
白
川

　

流
域
内
を
巡
り
な
が
ら
、
見
た
り
聞

い
た
り
す
る
な
か
で
気
づ
い
た
の
が
、

み
ん
な
阿
蘇
の
こ
と
を
気
に
し
な
が
ら

生
活
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

阿
蘇
の
カ
ル
デ
ラ
と
外
輪
山
か
ら
流

出
・
浸
透
し
た
地
下
水
を
水
道
水
と
し

て
利
用
で
き
、
恵
ま
れ
た
水
源
を
も
つ

こ
と
を
自
負
す
る
一
方
で
、
火
山
が
噴

き
出
せ
ば
火
山
灰
が
流
れ
て
く
る
こ
と

を
心
配
し
、
大
雨
が
降
れ
ば
下
流
の
洪

水
は
大
丈
夫
か
と
気
に
し
て
い
ま
す
。

　

い
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
阿
蘇

の
状
況
を
意
識
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
暮
ら
し
方
を
す
る
流
域
で
あ
り
、
そ

れ
を
水
の
流
れ
方
を
通
し
て
、
下
流
に

阿
蘇
を
意
識
さ
せ
る
存
在
。
そ
れ
が
メ

ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
白
川
で
あ
り
、

阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
と
暮
ら
し
は
運
命
共
同

体
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。　

（
２
０
２
１
年
11
月
17
～
19
日
取
材
）

17白川わくわくランド（白川地域防災センター）付近の白川は水辺に下りられる　1819白川流
域リバーネットワークが白川で行なう子どもたちの「川流れ体験」と「水生生物研究」　提供：NPO
法人白川流域リバーネットワーク　20NPO法人白川流域リバーネットワークの皆さん。左から
松川貴美子さん、金子好雄さん、丸山修さん、内匠恵美さん

17

18

19

20

阿蘇カルデラの恵みとリスクのメッセンジャー 白川57
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　2021年11月20日、オンラインセミナー「近世の井戸を水源とす
る都市給水システムを考える―近江八幡・高松・半田―」を開催
しました。
　現代の日本では安全な水を日々不自由なく使えていますので「こ
の国は水に恵まれている」と思われている方が多いと思います。とこ
ろが実際には水が豊かなのではなく、水道をはじめとした水インフ
ラを長い歳月をかけて整えてきたからこそ今の暮らしがあるのです。

　今回は土木史研究者の神吉和夫さんを講師にお迎えし、近世の
井戸を水源とする代表的な地域の水道の特徴や用途の違いについ
て学びました。
　開催レポートはHPで公開中です。また、セミナー参加者からの事
前質問、セミナー中にチャットで寄せられた質問に対して神吉さん
が講演後に回答してくださった内容も掲載しています。
　当日参加できなかった方はぜひご覧ください！

　コロナ禍で取材できず、
休載していた連載「食の
風土記」が2年ぶりに再
開しました。
　これからも各地の水と
風土が織りなす食の文化
を紹介していきますので、
お勧めの料理・食材の情
報があれば次ページでご
案内していますアンケート
フォームからお寄せくださ
い！ お待ちしています。

　本誌で好評連載中の「みず・ひと・まちの未
来モデル」。初年度は長野県松本市の公共井
戸を通じて地域の水場の魅力を探り、松本市
役所に対する政策提言を行ないました。（詳細
はpp.44-49）

　そして2022年1月7日、法政大学現代福祉
学部准教授の野田岳仁さんと野田ゼミ3年生
の皆さん12名がミツカンの東京ヘッドオフィス
に来訪。ミツカン若手社員を含めて、スタートか

ら8カ月に及ぶ研究活動を振り返りました。若
い人たちが経験を積む場の手助けができたこ
とは、センターにとっても貴重な取り組みです。
　本誌では掲載しきれなかった政策提言に関
する資料や研究活動に取り組んだ学生さんた
ちの感想を含め、初年度の松本市における研
究成果が見られるページを当センターHPにて
3月下旬に掲載予定です。メールマガジン等で
お知らせしますので、ぜひご覧ください！

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』70号につきましては、感染防止対策を徹底し、かつパソコンのWEB
カメラも用いて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しまし
た。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。71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

人気の連載

「食の風土記」

再開！

「みず・ひと・まちの未来モデル」松本編

ミツカン水の文化センター オンラインセミナー

機関誌『水の文化』連載

情報募集中！

Webで
公開中！ 近世の井戸を水源とする都市給水

システムを考える―近江八幡・高松・半田―

を開催しました！

 日時： 2021 年 11 月 20 日（土）
  13：30 ～ 15：30
 会場： オンライン
  （Zoomウェビナーにて配信）

 参加者数：  80 名
 講師： 神吉和夫（かんき かずお）さん
  土木史研究者　博士（工学）

 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

神吉和夫さん

檜でつくられた木製の水道管と継手『嘉永期建設の水道の模式図』 いずれも招鶴亭文庫蔵



編
集
後
記

「
み
ん
な
で
つ
な
ぐ
こ
と
」
を
産
官
学
の
連
携
で
考
え
る
と
、
事
業

活
動
、
地
域
活
性
、
研
究
成
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
効
性
が
高
ま
る
こ

と
以
上
に
、
高
い
視
座
で
全
体
を
見
渡
し
、
相
手
の
身
に
な
っ
て
考

え
ら
れ
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
れ
は

我
々
世
代
が
次
世
代
に
繋
ぐ
た
め
に
も
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
、
今

回
の
取
材
を
通
じ
て
感
じ
ま
し
た
。（
五
）

２
０
１
０
年
の
「
水
に
か
か
わ
る
生
活
意
識
調
査
」
は
、
熊
本
県
民

が「
水
」へ
寄
せ
る
信
頼
や
愛
着
の
強
さ
を
表
す
結
果
と
な
っ
た
。
地

域
や
年
代
の
壁
を
超
え
、
み
ん
な
で
地
下
水
を
守
り
・
育
て
る
取
り

組
み
を
実
現
で
き
た
の
も
、
こ
の
強
い
愛
着
故
。
サ
ミ
ッ
ト
で
は
先

端
技
術
だ
け
で
な
く
、
郷
土
の
水
へ
の
愛
着
を
育
み
継
承
す
る
熊
本

の
知
恵
も
世
界
に
伝
わ
っ
て
欲
し
い
。（
松
）

蛇
口
か
ら
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
。
ま
さ
か
そ
ん
な
場
所
は
あ
る
ま

い
と
、
は
じ
め
私
は
耳
を
疑
っ
た
。
水
が
美
味
し
い
の
は
、
あ
た
り

ま
え
。
こ
の
誰
も
が
羨
む
よ
う
な
「
あ
た
り
ま
え
」
を
作
っ
て
き
た

の
は
、
先
人
か
ら
大
切
に
紡
が
れ
て
い
る
、
熊
本
の
人
々
の
水
へ
の

想
い
だ
と
感
じ
た
。
あ
た
り
ま
え
を
、
あ
た
り
ま
え
と
し
て
残
し
て

い
く
こ
と
、
そ
れ
が
一
番
難
し
い
と
私
は
思
う
。（
鈴
）

過
去
に
熊
本
旅
行
を
し
た
折
に
は
、
阿
蘇
地
域
の
ス
ス
キ
野
原
に
感

動
し
、
凄
ま
じ
い
湧
水
量
に
驚
き
、
地
元
の
美
味
し
い
も
の
を
楽
し

ん
だ
。
豊
富
な
地
下
水
を
守
る
た
め
の
様
々
な
取
り
組
み
や
人
の
つ

な
が
り
の
中
に
、勝
手
な
が
ら
自
分
の
思
い
出
を
加
え
て
改
め
て
、本

誌
の
特
集
記
事
を
読
み
直
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。（
飯
）

２
０
１
０
年
の
特
集
で
も
取
り
上
げ
た
熊
本
。
当
時
か
ら
地
下
水
位

の
低
下
や
水
質
汚
染
が
課
題
で
、
そ
の
解
決
に
む
け
て
様
々
な
取
り

組
み
が
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
12
年
経
っ
た
今
号
で
は
、
地
下
水

の
流
れ
や
水
質
が
「
見
え
る
化
」
さ
れ
、
施
策
や
事
業
の
結
果
が
着

実
に
現
れ
て
い
る
。
ま
だ
「
予
測
」
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
信
じ

て
継
続
し
て
き
た
こ
と
に
感
動
を
覚
え
た
。（
力
）

「
水
資
源
と
い
う
言
葉
は
、水
が
日
本
人
に
と
っ
て
ま
ず
何
よ
り
も
外

な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
」。農
業
経
済
学
者
の
玉た
ま

城き

哲あ
き
らは

『
風
土
の
経
済
学
（
増
補
新
版
）』
に
そ
う
記
し
た
。
そ
う
い
え

ば
取
材
中
に
一
度
も
「
水
資
源
」
と
聞
か
な
か
っ
た
気
が
す
る
。
熊

本
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
水
は
今
も
「
内
な
る
存
在
」
な
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
い
う
土
地
で
生
き
る
こ
と
に
強
く
憧
れ
る
。（
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
 https://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
 25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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ホームページアドレス

https://www.mizu.gr.jp/
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『水の文化』70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。
https://www.mizu.gr.jp/form70.html

皆さまの感想を
お待ちしています ！

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

ＦＡＸ：03-6784-3056
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（上）上空から見た熊本の一級河川「白川（しらかわ）」。
大きく蛇行しながら流れている　撮影：川本聖哉
（下）JR熊本駅の新幹線口（西口）に設置されてい
る冷水機。側面には「蛇口をひねればミネラル
ウォーター」と記してある　撮影：藤牧徹也

表紙：「火の国」「水の国」の象徴で
ある熊本城。熊本地震からの復旧
工事が進む　撮影：川本聖哉
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