
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
。
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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】
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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

31 阿蘇の湧水と人びとの暮らし



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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