
渡
部
一
二
わ
た
べ
か
ず
じ

多
摩
美
術
大
学
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授

１
９
３
８
年
生
ま
れ
。
日
本
大
学
理
工
学
部
建

築
学
科
卒
、
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究

科
環
境
設
計
専
攻
修
士
課
程
修
了
。
農
学
博
士
。

１
９
７
８
年
多
摩
美
術
大
学
講
師
、
の
ち
助
教

授
を
経
て
現
職
。
国
内
外
の
水
辺
空
間
の
デ
ザ

イ
ン
サ
ー
ベ
イ
を
手
が
け
る
。
主
な
著
書
に

『
水
縁
空
間
』（
共
著
、
住
ま
い
の
図
書
館
出
版

局
、
１
９
９
３
）、『
生
き
て
い
る
水
路
』（
東
海

大
学
出
版
会
、
１
９
８
４
）
等
。

郡
上
八
幡
の
水
縁
空
間
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水
道
が
１
０
０
％
普
及
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
用
水
を
生
か
し
、
井
戸
や

湧
水
を
使
い
分
け
て
暮
ら
す
都
市
、
そ

れ
が
郡
上
八
幡
（
岐
阜
県
郡
上
郡
八
幡

町
）
で
す
。
渡
部
一
二
さ
ん
は
、
70
年

代
後
半
〜
80
年
代
に
こ
の
町
を
調
査
し
、

水
と
多
様
な
縁
を
結
ぶ
こ
と
で
豊
か
な

空
間
が
生
ま
れ
る
と
い
う
「
水
縁

す
い
え
ん

空
間
」

の
視
点
を
提
唱
、
１
冊
の
本
に
ま
と
め

ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
10
年
余
り
が

経
過
。
郡
上
八
幡
の
「
現
在
」
は
、
水

道
文
化
の
伝
承
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。

―
郡
上
八
幡
と
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ

た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
う
か
が
え
ま
す
か
。

私
が
郡
上
八
幡
の
調
査
を
始
め
た
の

は
、
１
９
７
０
年
代
初
め
で
し
た
。
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
こ
ろ
、
私
は
学
生

で
し
た
が
、
さ
か
ん
に
東
京
の
川
が
埋

め
ら
れ
て
い
く
姿
を
見
て
、
疑
問
に
思

い
ま
し
た
。
愛
媛
出
身
の
私
に
と
っ
て
、

子
ど
も
の
遊
び
場
と
い
え
ば
川
。
そ
れ

が
東
京
に
来
て
み
る
と
、
川
が
壊
さ
れ

て
い
く
の
を
目
の
当
た
り
に
見
て
、
も

う
一
度
都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
水
の
あ
り

か
た
を
考
え
、
都
市
計
画
家
に
な
り
た

い
と
思
い
ま
し
た
。

調
査
の
き
っ
か
け
は
、
美
し
い
水
辺

空
間
を
持
つ
城
下
町
の
水
利
用
調
査
を

始
め
て
数
年
が
経
過
し
た
こ
ろ
、
仲
間

か
ら
「
昔
か
ら
の
水
利
用
形
態
が
緻
密

に
行
わ
れ
て
い
る
町
が
あ
り
ま
す
が
、

調
査
し
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
誘
わ
れ
た

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
い
つ
か
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
水
環
境
シ

ス
テ
ム
が
郡
上
八
幡
に
は
ま
だ
残
っ
て

い
る
と
実
感
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
き

ち
ん
と
記
録
し
後
世
の
人
に
伝
え
る
べ

き
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
郡

上
八
幡
の
人
々
は
、「
自
分
た
ち
の
水

利
用
方
式
は
、
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
で

当
た
り
前
の
も
の
」
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
何
世
代
も
受
け
継
が
れ
、
自
分
が

生
ま
れ
る
前
か
ら
使
っ
て
い
る
や
り
方

で
す
か
ら
、
珍
し
い
と
も
思
っ
て
い
な

い
し
、
他
の
所
で
も
同
じ
だ
と
思
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。
私
が
「
こ
れ
は
文
明

的
な
価
値
が
あ
る
も
の
だ
」
と
申
し
上

げ
て
も
、
な
か
な
か
地
元
の
人
に
は
信

じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、

水
環
境
や
優
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
守
ろ
う

と
す
る
こ
と
へ
の
障
害
に
も
な
っ
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
１
９
８
５
年
（
昭

和
60
年
）
に
八
幡
が
名
水
百
選
に
選
ば

れ
た
こ
と
で
、
行
政
と
住
民
が
連
帯
し

て
、
水
を
一
つ
の
テ
ー
マ
に
ま
ち
づ
く

り
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
１

９
８
８
年
（
昭
和
63
年
）
の
こ
と
で
す
。

―
城
下
町
は
、
ど
こ
も
独
自
の
用
水

シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
私
か
ら
見
る

と
基
本
的
に
は
同
じ
シ
ス
テ
ム
で
す
。

河
川
か
ら
水
門
で
水
を
引
い
て
分
配
す

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
水
利
用
形
態
を
、
客

観
的
に
評
価
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は

全
国
共
通
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
を
設
定
し

ま
し
た
。
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
は
40
項

目
強
に
の
ぼ
る
の
で
す
が
、
い
い
シ
ス

テ
ム
、
い
い
水
源
を
持
っ
て
い
る
土
地

は
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
○
が
た

く
さ
ん
つ
い
て
い
き
ま
す
。
郡
上
八
幡

は
全
国
で
一
番
○
が
多
か
っ
た
。

20
年
以
上
も
前
に
作
ら
れ
た
こ
の
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、
水
を
循
環
す
る
シ

ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
、
都
市
と
周
辺
の

農
村
部
を
一
体
の
も
の
と
し
て
見
て
い

ま
す
。
こ
の
視
点
は
、
こ
れ
か
ら
の
都

市
と
水
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
上
で
、

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
力
を
持
っ

て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

暮
ら
し
に
根
差
す
、
井
戸
と
用
水

津�

大津�

京都�

� 奈良�

名古屋�

岐阜�

長良川�

郡上八幡�
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みずみちのあたりまえ　郡上八幡の水縁空間

雪流し　－　　用水や谷川を利用。蓋のされた用水でも、処々蓋が取れるようになっている。�

利用形態�

分　類�

環境用水�

防火用水�

生活用水�

生産業用水�

水と祭り�

水上交通�

水と生物�

温泉・冷泉�

水と文人・文学�

水と風俗�

水と町の構成�

水エネルギー装置�

水辺の�
リクリエーション�

川水�用水�井水�湧水�池水�私設簡�易水道�上水道�

●� ●� ●�

池への引水－　用水と住宅との間に鯉や金魚を飼う池がある。また中庭に用水を引き込む例も多い。� ●�●�

水の音　－　　町中に川の鳴る音が聞かれる。水の音による涼感�

　　　　　　　ほとんどが防火用水としての機能を持っており、用水はセギ板により、�
用水、井水－　水を堰止めて使用。家の軒下には消火用バケツが備えられている。�
　　　　　　　井戸にも消火用バケツが備えられている。�

　　　　　　　食物：魚貝類洗いと調理、野菜・果物洗い、食器洗いに谷川や用水を使用している。�
物洗用　－　　衣類：洗濯物のすすぎ、運動靴・長靴の洗濯に川や用水を使用。�
　　　　　　　身体：洗面、手足洗いに谷川や用水を使用。�
�

●�

●�

　　　　　　　用水や道や植物への散水に使用。また谷川の上流から各戸にパイプで水を引き、�散　水　－ �　　　　　　　散水、洗濯、池への引水に使用。�

　　　　　　　犬啼谷（いんなきだに）上流から取水する上水ができるまで、�飲　用　－ �　　　　　　　谷川の水を一部の地区で使用。現在は上水・井水・湧水使用。�

●�●� ●� ●�

●� ●�

貯水池　－　　用水を貯水池に溜め、防火貯水槽としている。�

冷却用　－　　夏期の谷川・用水・湧水などを利用した果物・ジュース・ビール等の冷却。� ●�●� ●�●� ●�

農　業　－　　島谷用水、北町用水、穀見用水、小野用水、腰細用水、勝更用水等。� ●�●� ●�

●� ●� ●�

　　　　　　　川水、用水、井水を使用。また動力源として川や用水を使用していた。�製糸業　－�　　　　　　　郡上製糸では吉田川の水を使用。�

酒造用　－　　湧水や井水使用。湧水として有名な白雲水は酒造の水として使用されていた。� ●� ●�

染物業　－　　染物の水洗いや水さらしに用水や吉田川上流を使用。� ●�●� ●�

洗張業　－　　個人用井戸または共同井戸から機械力で水を汲み上げ使用。� ●�

製氷業　－　　最近まで犬啼谷川と赤谷川上流で氷田圃による天然氷の製造が行われていた。� ●�

水生昆虫　－　水生昆虫、ホタル等。� ●� ●�

水棲天然記念物　－　オオサンショウウオ、モリアオガエル、ウナギ群。�
�

●� ●�

ラジューム鉱泉　－　郡上温泉、高畑冷泉。� ●�

宗祇水（白雲水）と連歌歌人、飯尾宗祇の歌と伝説、アユと画人、詩人。� ●� ●�

湧水と水神、年中合字と水（若水くみ、イブシン、七夕）、漬け物とクキナ、魚と調理法、郡上節と水。�
�

●�●� ●� ●� ●�

町の構成、コミュニティの媒体となっている水。� ●�●� ●�●� ●� ●�

●�●�

　　　　　　　長良川、吉田川、小駄良川でアユ、アマゴ、コイ、ウグイなどが釣れる。�釣　り　－  �　　　　　　　子どもによる魚とり等。� ●�●� ●�

水　浴　－　　長良川、吉田川、小駄良川に計11ヶ所の指定水泳場がある。� ●�

観光漁業　－　長良川にアユのヤナ場がある。マスの養殖。� ●� ●�

水辺の休息－　日常川辺に寝イス、縁台などを出して休息に利用。� ●�

水神祭・川祭－宗祇水神祭、乙姫霊水神祭、犬啼水神祭、岸剣神社川祭、電気地蔵祭、夏祭。� ●� ●� ●�

伝説と祭り－　水に関する伝説が多く、それに因んで行われる祭りが多い。� ●� ●� ●� ●�

流木路　－　　長良川、吉田川を利用した流木による木材運搬が行われていた。� ●�

渡し舟　－　　長良川横断のための渡し舟が勝更に現存する。（勝更の渡し） �
�

●�

　　　　　　　滝水（不動滝、乙姫滝、三段の滝、法伝の滝）、峡谷（天竜峡）、�水と観光地－�　　　　　　　湖水（鬼谷湖、勝軍池）、湧水（白雲水）� ●� ●� ●�

　　　　　　　ボットリ、車屋（水車を利用）。共に小川のわずかな流れを利用した自家用の�精米・精粉－�　　　　　　　精米所である。現在では動力化してどちらも見られなくなった。� ●�●�

揚水水車　－　田植期の田や養魚地への引水のため、用水路や谷川に設けている。�
�

●�

　　　　　　　　９割以上が山林であるこの町では昔から林業が盛んで、�材木運搬船航路－�　　　　　　　　その材木運搬船の航路として長良川が利用されていた。� ●�

　　　　　　　トビ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、セグロセキレイ、キセキレイ、カワガラス、�水辺の鳥　－�　　　　　　　ツバメ、カワセミ、ヤマセミ、ミソザイ等が町全域の川辺に見られる。� ●� ●�

　　　　　　　主としてアユ、他にアマゴ、ウグイ、コイ、ウナギ、マス、イワナ等が漁獲。�漁　業　－�　　　　　　　マスの養殖漁業等。� ●� ●�

●� ●� ●� ●�

●�●� ●�●� ●� ●�

　　　　　　　明治32年。乙姫滝利用の岐阜県初（日本でもごく初期）の発電所設立。明治39年、�
水力発電　－　島谷用水利用の発電所設立。現在は中部電力の配電所として残存。谷川を利用し、�
　　　　　　　自家発電をし、耕地にめぐらせた電線により鹿等を追い払っていた時期もあった。�
�

●�●�

　　　　　　　アマゴ、アユ、ギギ、アカザ、ニゴイ、ウグイ、アブラハヤ、オイカワ、フナ、コイ、ドジョウ、�
魚　　　－　　シマドジョウ、アジメドジョウ、ウナギ、スナクジ、ヨシノボリ、イワナ、カジカ、アカムツ、�
　　　　　　　サワガニ等が町全域の川、谷川、用水路に見られる。�
�

●�●� ●�

利用内容�

水形態�

渡部さんが1970年代後半につくった　全国共通の水利用形態のチェック項目における　郡上八幡の水利用形態一覧
あなたの住むまちを、この表でチェックすると、なにが見えてくるでしょうか

『都市住宅』703号　鹿島出版会1977年



郡
上
八
幡
の
現
在
水
の
文
化
的
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
あ
る
ま
ち
　
編
集
部

名
水
百
選
に
も
選
ば
れ
た
「
水
の
ま
ち
」
郡
上
八
幡
（
八
幡
町
）
は
人
口
約

１
８
０
０
０
名
。
毎
年
数
多
く
の
観
光
客
が
や
っ
て
く
る
。

市
街
地
の
中
心
部
、
小
駄
良
川
の
脇
に
宗
祇
水
と
呼
ば
れ
湧
き
水
が
あ
り
、

１
９
８
６
年
に
名
水
百
選
に
選
ば
れ
た
後
、
こ
の
あ
ふ
れ
る
清
冽
な
水
を
観
光

資
源
に
ま
ち
づ
く
り
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
歴
史
あ
る
郡
上
踊
り
に
は
毎
年
約

35
万
人
の
郡
上
踊
り
フ
ァ
ン
が
集
合
す
る
。
郡
上
八
幡
は
水
と
踊
り
の
観
光
都

市
で
あ
る
。

町
に
入
っ
て
驚
く
の
は
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
降
ろ
し
た
商
店
街
が
な
い
こ
と
。

郊
外
大
型
ス
ー
パ
ー
や
派
手
な
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
が
見
あ
た
ら
ず
、
今

も
古
い
町
並
み
を
生
か
し
て
商
い
を
し
て
い
る
人
々
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。

若
年
層
の
流
出
で
高
齢
化
が
進
む
と
い
う
地
方
都
市
の
構
図
が
こ
こ
に
も
見
え

る
が
、
岐
阜
か
ら
高
速
道
で
30
分
ほ
ど
の
都
市
に
、
徒
歩
で
用
が
足
り
る
、
ヒ

ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
の
町
が
残
っ
て
い
る
。

湧
き
水
あ
ふ
れ
る
と
言
っ
て
も
、
現
在
の
郡
上
八
幡
の
水
道
普
及
率
は
１
０

０
％
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
住
民
は
井
戸
や
湧
き
水
と
共
存
し
、
用
水
を

保
全
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。
全
国
で
用
水
や
井
戸
が
埋
め
ら
れ
、
水
道
だ
け
し

か
使
っ
て
い
な
い
家
が
圧
倒
的
な
の
に
、
郡
上
八
幡
の
人
々
は
な
ぜ
「
便
利
な

水
道
だ
け
を
使
う
」
と
い
う
選
択
を
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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水
縁
空
間
と
は

私
が
使
い
始
め
た
「
水
縁
」
と
い
う

言
葉
の
「
縁
」
は
、
縁
側
の
縁
と
い
う

意
味
で
す
。
お
互
い
に
対
等
の
関
係
で

影
響
を
与
え
合
う
状
況
を
表
す
の
に
、

仏
教
で
は
因
、
縁
、
果
、
応
、
報
と
い

う
用
語
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
の

縁
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
つ
け
ま
し
た
。
縁

側
の
縁
は
、
境
界
を
表
す
言
葉
で
す
。

だ
か
ら
水
が
あ
る
空
間
と
な
い
空
間
を

分
け
る
た
め
に
、
水
縁
空
間
と
名
付
け

た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
恩

を
報
じ
て
も
ら
う
と
い
う
か
、
お
互
い

に
大
事
に
し
て
や
れ
ば
い
つ
か
必
ず
水

の
恩
恵
を
受
け
て
い
く
と
い
う
関
係
を

表
せ
る
と
思
い
ま
し
た
。

人
と
水
と
の
関
わ
り
方
に
は
い
く
つ

か
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
生
き
も
の

と
し
て
水
を
見
る
目
を
持
っ
て
関
わ
っ

て
い
く
こ
と
で
、
水
は
生
か
さ
れ
て
い

く
。
そ
れ
を
た
だ
「
水
道
」
と
い
う
機

能
と
し
て
見
、
水
を
物
質
と
し
て
見
て

し
ま
う
と
、
水
縁
は
少
な
い
で
す
ね
。

人
と
の
多
様
な
関
係
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

―
水
道
は
水
縁
空
間
の
構
成
要
素
に

は
な
り
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

水
道
だ
け
で
す
と
ね
。
な
ぜ
な
ら
、

水
道
に
は
空
間
が
な
い
か
ら
で
す
。
流

れ
が
表
に
出
ず
、
土
と
水
が
触
れ
合
わ

な
い
。
全
部
が
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
終
わ

っ
て
い
ま
す
。
農
業
用
水
に
つ
い
て
も

同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
で
水
を
引
い
て
き
た
お
蔭

で
、
資
源
と
し
て
の
水
の
ロ
ス
が
少
な

く
な
り
、
生
産
性
が
上
が
り
管
理
機
能

も
効
率
化
さ
れ
ま
し
た
が
、
失
わ
れ
た

も
の
も
圧
倒
的
に
多
い
で
す
ね
。
そ
こ

に
棲
む
生
き
物
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま

い
、
地
域
の
景
観
が
だ
め
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
農
家
の
人
で
便
利
に
な

っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
人
も
多
い
で
す
が
、

昔
を
懐
か
し
む
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
れ
か
ら
は
、
水
道
の
水
や

用
水
の
水
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
利
用
す
る

こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

街
中
が
水
の
博
物
館

郡
上
八
幡
で
は
、
日
常
生
活
の
中
で
、

あ
ら
ゆ
る
水
に
関
す
る
体
験
が
で
き
ま

す
。
こ
こ
を
訪
れ
て
ま
ず
気
が
つ
く
の

は
、
町
中
に
水
の
音
が
あ
ふ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
用
水
の
せ
せ
ら
ぎ

は
も
ち
ろ
ん
、
夏
で
あ
れ
ば
川
に
飛
び

込
む
音
、
子
ど
も
た
ち
が
川
遊
び
に
興

じ
て
上
げ
る
歓
声
も
水
音
の
一
部
に
感

じ
ら
れ
ま
す
。
郡
上
八
幡
ら
し
さ
と
言

え
ば
、
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
街
の
中
央

を
流
れ
る
河
川
で
、
子
ど
も
た
ち
が
川

に
入
っ
て
遊
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
ど
も
た
ち
が
橋
か
ら
飛
び

込
む
一
種
の
イ
ベ
ン
ト
も
、
男
の
子
が

一
人
前
に
な
る
た
め
の
通
過
儀
式
の
意

味
合
い
が
あ
り
、
郡
上
八
幡
出
身
の
大

人
は
誰
で
も
懐
か
し
い
思
い
出
の
筆
頭

の
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
生
ま
れ
た
子
供

は
こ
の
よ
う
な
川
の
体
験
を
通
じ
て
、

マ
ナ
ー
も
お
ぼ
え
る
し
、
危
険
な
こ
と

も
事
前
に
回
避
す
る
知
恵
を
つ
け
ま
す
。

で
す
か
ら
水
難
事
故
も
起
き
な
い
と
い

い
ま
す
。
危
な
い
と
い
う
の
で
見
張
り

の
大
人
を
つ
け
た
時
代
も
あ
り
ま
す
が
、

い
つ
の
間
に
か
ま
た
子
ど
も
た
ち
の
自

由
に
任
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

今
、
飛
び
込
み
は
テ
レ
ビ
番
組
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
、
よ
そ
か
ら
来
た
人
が
多

く
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
が
。

「
堰
板

せ
ぎ
い
た

」
と
い
う
、
板
が
用
水
の
流
れ

を
せ
き
止
め
る
た
め
に
所
々
に
設
け
て

あ
り
ま
す
。
流
れ
を
せ
き
止
め
る
こ
と

で
水
を
溜
め
、
洗
う
仕
事
を
し
や
す
く

す
る
た
め
の
板
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち

が
勝
手
に
水
を
せ
き
止
め
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
せ
き
止
め
ら
れ
て
道
ば
た
に

ま
で
あ
ふ
れ
た
水
は
、
子
ど
も
た
ち
の

格
好
の
遊
び
場
に
な
る
。
膝
よ
り
も
浅

い
程
度
の
深
さ
な
の
で
、
事
故
に
も
な

り
ま
せ
ん
。
誰
に
も
怒
ら
れ
ず
に
、
子

ど
も
が
水
遊
び
を
す
る
環
境
が
、
こ
こ

に
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
郡
上
八
幡
と
言
え
ば
、
郡

上
踊
り
。
こ
の
よ
う
に
地
域
社
会
に
密

着
し
た
行
事
に
参
加
す
る
う
ち
に
、
水

と
の
つ
き
あ
い
方
も
覚
え
て
い
く
よ
う

で
す
。
多
様
な
水
利
用
を
可
能
に
し
て

い
る
の
は
、
こ
ま
め
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
遊
び
だ
け
で
な

く
清
掃
な
ど
の
奉
仕
的
な
仕
事
に
も
参

上：吉田川。奥に見える橋の右端にある取水口から島谷用水（手前）
が始まる。
左頁右：1986年に名水百選に選ばれた小駄良川脇の宗祇水と呼ばれる
湧き水。
左頁上段右：八百屋の何げないディスプレイにも、水がふんだんに使
われている。
左頁上段左：川を横切る用水溝の左には、角度を変えることで用水の
水位を調節する板がついている。
左頁下：吉田川が自然の景観を保ち、水の透明度を誇るのは、上流に
ダムがないから。「下流を護岸工事で直線的にしたため、水はけがよく
なって水位が下がった」と水野さん。左側の石段を降りた所が、かつ
ての洗い場。水位は時によって違うが1.5～2m下がったという。
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みずみちのあたりまえ　郡上八幡の水縁空間

加
し
て
い
ま
す
。

―
街
の
排
水
の
し
く
み
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

用
水
路
と
排
水
路
の
二
系
統
に
よ
っ

て
、
分
流
さ
れ
て
い
ま
す
。
吉
田
川
の

下
流
、
つ
ま
り
、
集
落
が
な
く
な
っ
た

所
で
排
水
路
は
川
に
合
流
し
ま
す
。
地

下
浸
透
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
昭
和
40
年

こ
ろ
は
、
生
活
排
水
が
た
く
さ
ん
流
れ

込
ん
で
い
る
の
が
川
沿
い
を
歩
く
と
わ

か
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。
今
は
、
改
善
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
十
分
で
は
な
い

よ
う
で
す
。
地
区
ご
と
に
排
水
路
に
木

炭
や
石
を
入
れ
た
「
水
浄
化
の
実
験
場
」

を
作
っ
た
り
、
合
併
浄
化
槽
に
切
り
替

え
た
り
し
て
、
生
活
排
水
が
直
接
川
に

流
れ
込
ま
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま

す
。１

９
８
０
年
（
昭
和
50
年
）
ご
ろ
で

し
た
か
、
背
骨
が
曲
が
っ
た
魚
が
川
か

ら
上
が
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
郡

上
八
幡
は
鮎
の
名
産
地
で
、
鮎
の
釣
り

師
の
拠
点
の
町
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う

魚
が
上
が
っ
た
と
な
る
と
釣
り
師
は
来

な
く
な
る
。
そ
こ
で
生
活
排
水
を
減
ら

そ
う
と
、
八
幡
町
連
合
会
の
主
婦
が
立

ち
上
が
り
ま
し
た
。
排
水
口
に
ス
ト
ッ

キ
ン
グ
を
か
ぶ
せ
て
フ
ィ
ル
タ
ー
に
し
た

り
、
油
で
汚
れ
た
食
器
は
拭
き
取
っ
て

か
ら
洗
っ
た
り
、
合
成
洗
剤
を
や
め
て

石
鹸
を
使
う
よ
う
指
導
し
た
り
し
て
き

ま
し
た
。
八
幡
町
の
こ
の
運
動
が
、
今

で
は
郡
上
郡
全
体
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

水
と
住
民
の
距
離

郡
上
八
幡
の
住
民
と
水
の
か
か
わ
り

で
感
心
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
水
の
清
さ

を
維
持
す
る
た
め
に
、
労
を
厭
わ
ず
に

美
化
に
努
め
て
い
る
と
い
う
点
で
し
た
。

郡
上
八
幡
の
主
た
る
河
川
は
、
長
良
川

と
吉
田
川
、
乙
姫
川
。
こ
の
自
然
系
河

川
は
、
町
の
人
々
に
川
魚
で
生
業
を
営

ん
だ
り
、
憩
い
の
場
と
し
た
り
、
子
ど

も
た
ち
の
遊
び
場
に
な
っ
た
り
と
、
豊

か
な
恩
恵
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
川
と
住
民
の
結
び
つ
き
は
、
よ
そ

に
比
べ
て
と
て
も
強
い
の
で
す
。
川
を

汚
す
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
破

壊
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、

「
水
を
使
う
」
と
い
う
行
為
に
は
昔
か

ら
厳
し
い
ル
ー
ル
を
設
け
て
き
ま
し
た
。

川
掃
除
の
班
当
番
が
あ
り
、
１
週
間
一

家
が
総
出
で
、
決
ま
っ
た
区
間
を
き
れ

い
に
し
て
い
き
ま
す
。
年
に
１
回
は
班

全
体
が
集
ま
っ
て
総
会
を
開
き
ま
す
。

川
だ
け
で
な
く
用
水
路
が
こ
れ
ほ
ど

大
事
に
さ
れ
て
き
た
理
由
に
、
火
災
の

問
題
が
あ
り
ま
す
。
密
集
し
た
城
下
町

で
す
か
ら
、
出
火
す
る
と
町
全
体
が
す

ぐ
燃
え
て
し
ま
う
。
現
に
、
大
正
８
年

の
北
町
大
火
で
は
、
現
在
の
安
養
寺
一

体
が
焼
け
野
原
に
な
っ
て
い
ま
す
。
水

路
は
防
火
用
水
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ

た
わ
け
で
す
。
こ
の
機
能
を
よ
り
充
足

さ
せ
る
た
め
に
、
用
水
路
は
よ
り
深
く

作
り
直
さ
れ
ま
し
た
。
家
々
に
は
必
ず

バ
ケ
ツ
が
あ
っ
て
、
堰
板
を
落
と
し
て

用
水
か
ら
あ
ふ
れ
た
水
を
バ
ケ
ツ
で
す

く
い
取
り
、
初
期
消
火
に
役
立
て
ま
し

た
。
堰
板
と
い
う
の
は
、
水
を
必
要
な

所
に
分
け
た
り
、
洗
い
場
を
瞬
時
に
作

っ
た
り
、
子
ど
も
の
遊
び
場
に
し
た
り

と
、
便
利
で
重
要
な
道
具
な
の
で
す
。

用
水
路
か
ら
水
を
引
き
鯉
や
川
魚
を
飼

っ
て
い
る
家
や
、
カ
ワ
ド
と
呼
ば
れ
る

洗
い
場
も
共
同
の
も
の
と
個
人
の
も
の

の
両
方
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
見
ら
れ
ま

す
。こ

の
ほ
か
に
も
三
方
を
山
に
囲
ま
れ

て
い
ま
す
の
で
、
い
た
る
所
に
湧
き
水

が
あ
り
、
水
源
を
補
給
す
る
の
に
都
合

が
よ
い
地
下
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
共
同
井
戸
も
個
人
井
戸
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
水
田
は
山
谷

や

と

水

を
使
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
個
人
所
有
、

共
同
所
有
の
両
方
が
あ
り
ま
す
。
郡
上

八
幡
の
人
々
は
、
川
、
用
水
、
井
戸
、

湧
水
と
い
う
多
様
な
水
源
を
、
用
途
に

合
わ
せ
て
う
ま
く
使
い
分
け
て
い
る
の

で
す
。

―
決
ま
っ
た
水
番
は
い
る
の
で
す
か
。

い
ま
せ
ん
。
専
任
の
誰
か
を
雇
う
と

い
う
発
想
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
水

は
自
分
た
ち
の
手
で
大
切
に
守
る
と
い

う
気
持
ち
が
、
徹
底
し
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
し
、
高
齢
化
と
世
代
交
代
の
問
題

で
、
今
ま
で
の
よ
う
に
は
い
か
な
く
な
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っ
て
い
る
地
区
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、

時
代
の
流
れ
で
仕
方
が
な
い
現
象
で
し

ょ
う
。

住
民
組
織
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
用

水
ご
と
の
水
利
組
合
も
あ
れ
ば
、
井
戸

周
辺
の
組
合
も
あ
り
、
山
谷
水
の
利
用

者
は
流
れ
ご
と
に
組
織
が
あ
る
。
一
軒

の
家
で
用
水
の
水
を
使
っ
た
り
川
の
水

を
使
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
、
こ
の
両
方

に
加
入
し
て
い
る
家
も
あ
る
わ
け
で
す
。

郡
上
踊
り
は
、
カ
ネ
や
太
鼓
が
の
っ

た
車
付
き
の
屋
台
が
、
祭
り
の
日
毎
に

移
動
し
て
い
き
ま
す
。
移
動
し
た
場
所

で
踊
る
の
で
す
が
、
同
時
に
そ
こ
で
地

域
の
水
神
様
を
祀
り
ま
す
。
御
神
酒
を

捧
げ
た
り
、
灯
明
を
と
も
し
て
、
水
が

涸
れ
な
い
よ
う
に
、
清
浄
で
あ
る
よ
う

に
と
祈
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
必

要
な
水
を
確
保
す
る
た
め
に
、
人
の
関

係
が
非
常
に
う
ま
く
い
っ
て
い
る
こ
と
。

い
わ
ば
水
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
て
い

い
で
す
。
今
は
水
道
が
入
っ
て
、
井
戸

や
用
水
の
重
要
性
が
薄
れ
た
の
で
う
ま

く
い
っ
て
い
な
い
所
も
多
い
よ
う
で
す
。

郡
上
踊
り
の
歌
を
調
べ
て
い
く
と
、

水
に
関
係
す
る
も
の
が
た
い
へ
ん
多
い
。

そ
れ
と
、
そ
れ
が
歌
わ
れ
た
場
所
が
地

名
と
し
て
残
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
そ

の
地
名
は
、
用
水
の
堰
の
場
所
と
関
係

が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

私
た
ち
の
調
査
研
究
も
、
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
で
町
の
水
の
こ
と
を
熟
知
さ
れ
て

い
る
水
野
政
雄
さ
ん
、
安
福
さ
ん
や
八

幡
町
地
元
の
博
物
館
で
あ
る
「
博
覧
館
」

の
設
立
に
携
わ
っ
た
広
瀬
敏
雄
さ
ん
を

水
先
案
内
人
に
、
多
く
の
人
と
の
出
会

い
に
よ
っ
て
水
が
流
れ
る
ご
と
く
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

は
、
ま
さ
に
水
縁
と
呼
べ
る
出
会
い
で

あ
っ
た
と
、
つ
く
づ
く
思
っ
て
い
ま
す
。

―
水
の
用
途
を
水
道
敷
設
の
前
後
で

比
較
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
敷
設
後
で
も

食
器
洗
い
、
お
む
つ
洗
い
、
洗
濯
な
ど

に
ま
だ
用
水
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

そ
れ
は
地
域
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。

汚
染
に
よ
る
地
域
差
で
す
。
生
活
排
水

が
入
る
と
、
当
然
下
流
の
地
域
は
使
い

た
が
ら
な
い
。
そ
れ
と
、
年
代
に
よ
る

差
が
あ
り
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち

は
習
慣
と
し
て
使
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

郡
上
八
幡
の
知
恵
を

大
都
市
に
応
用
す
る

―
郡
上
八
幡
の
水
シ
ス
テ
ム
を
、
都

市
の
給
排
水
シ
ス
テ
ム
に
応
用
で
き
る

部
分
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
水
道
の
水
し
か
知
ら
な

い
か
ら
、
生
活
の
全
般
に
使
お
う
と
し

ま
す
。
当
然
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す

が
、
本
当
は
町
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な

種
類
の
水
が
あ
る
。
多
様
な
水
源
を
持

ち
、
そ
れ
を
う
ま
く
活
用
す
る
生
活
と

い
う
の
は
、
心
理
的
に
も
健
康
的
に
も

歴
史
的
に
も
文
化
的
に
も
豊
か
な
ん
で

見
ら
れ
る
水
と
使
う
水

「
ガ
キ
大
将
を
中
心
に
、
沈
礁
周
辺
で
遊
ぶ
の
が
常
で
し
た
。

護
岸
工
事
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
固
め
ら
れ
た
真
っ
直
ぐ
な
川

は
、
魚
も
虫
も
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
石
垣
だ
か
ら
中
に
ウ
ナ

ギ
や
虫
が
隠
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
、
真
っ
直
ぐ
な
直

線
は
、
自
然
界
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
か
ら
」
と
言
う
、
遊
童

館
館
長
の
水
野
政
雄
さ
ん
。「
郡
上
八
幡
の
子
ど
も
は
、
自
分

の
身
は
自
分
で
守
る
分
別
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
水
の
事
故

も
な
い
。
交
通
事
故
の
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
危
な
い
」
と
も
。

「
地
元
の
子
は
吉
田
川
に
か
か
る
新
橋
か
ら
飛
び
込
み
ま
せ
ん
。

一
つ
上
流
の
、
学
校
橋
（
川
か
ら
の
高
さ
が
新
橋
に
比
べ
低

い
）
か
ら
飛
び
込
み
ま
す
。
新
橋
か
ら
飛
び
込
む
子
ど
も
た

ち
は
、
外
か
ら
遠
征
し
て
く
る
の
で
す
。
マ
ァ
ー
い
ず
れ
に

し
て
も
飛
び
込
む
こ
と
が
、
勲
章
の
意
味
を
持
ち
ま
す
」
と

町
役
場
の
広
瀬
敏
雄
さ
ん
。

ど
う
も
外
向
け
の
観
光
空
間
と
、
地
元
の
人
が
利
用
す
る

生
活
空
間
は
別
ら
し
い
。

島
谷
用
水
に
は
「
か
わ
ど
」、
乙
姫
川
に
は
「
堰
板
」
が

何
気
な
く
置
い
て
あ
る
。
柳
町
通
り
で
は
、
形
だ
け
を
見
る
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す
よ
。
例
え
ば
、
夏
に
わ
れ
わ
れ
が
飲

み
た
く
な
る
よ
う
な
冷
た
い
水
は
、
水

道
か
ら
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
郡
上
八
幡

の
場
合
は
、
山
谷
水
か
ら
得
ら
れ
る
水

は
、
10
分
と
手
を
浸
け
て
い
ら
れ
な
い

ほ
ど
冷
た
い
の
で
す
。

地
表
を
流
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
水
を
、

目
的
毎
に
、
理
想
的
に
使
い
分
け
る
こ

と
は
、
都
市
で
は
不
可
能
な
こ
と
と
言

わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
う
で

は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
都
市
に
も

工
夫
が
あ
れ
ば
可
能
で
し
ょ
う
。
都
市

に
も
上
水
、
下
水
、
地
下
水
、
雨
水
な

ど
多
面
な
水
が
存
在
し
ま
す
。
使
っ
て

い
な
い
水
が
、
都
市
に
は
た
く
さ
ん
あ

る
の
で
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
見
直
せ

ば
、
身
近
な
所
に
水
を
引
く
こ
と
は
可

能
で
す
。

そ
の
時
に
、
八
幡
町
の
水
シ
ス
テ
ム

と
か
、
農
業
用
水
の
シ
ス
テ
ム
の
よ
う

な
日
本
の
伝
統
的
な
水
シ
ス
テ
ム
が
浮

き
彫
り
に
な
る
の
で
す
。
一
番
い
い
例

は
、
玉
川
上
水
で
す
ね
。
玉
川
上
水
は
、

す
で
に
目
的
を
果
た
し
終
わ
り
と
思
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
あ
そ
こ
に
も
う
一
度

清
流
を
流
し
た
ら
計
り
知
れ
な
い
効
果

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
玉
川
上
水
の
水
路

網
は
、
武
蔵
野
台
地
に
ピ
ッ
タ
リ
と
張

り
付
く
よ
う
に
流
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
流
れ
て
い
る
台
地
が
終
わ
り
、
平

野
部
分
に
入
る
と
水
路
網
を
延
長
す
る

よ
う
に
都
市
河
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。

用
水
路
の
数
は
33
。
都
市
河
川
は
約
30
。

都
市
河
川
が
玉
川
上
水
を
受
け
取
っ
て

い
た
の
で
す
。
今
は
、
こ
の
両
者
は
ほ

と
ん
ど
分
断
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

私
は
昔
の
人
が
造
っ
た
33
の
水
路
に
水

を
入
れ
る
こ
と
で
、
再
生
で
き
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
支
援
す
る
よ
う

な
事
業
が
、
現
実
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
地
下
河
川
で
す
。
降
っ
た
雨

水
は
大
き
な
道
路
の
地
下
に
作
ら
れ
た

人
工
河
川
に
溜
め
ら
れ
、
ス
ト
ッ
ク
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
水
を
少
し
づ
つ
汲
み

上
げ
、
野
火
止
用
水
、
北
沢
緑
道
に
水

を
入
れ
た
り
、
目
黒
川
の
上
流
に
水
を

入
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
同
じ
こ
と
を
、

玉
川
上
水
に
も
行
え
ば
よ
い
の
で
す
。

今
、
東
京
で
は
２
万
〜
３
万
ト
ン
の
下

水
が
再
生
水
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す

か
ら
、
実
行
し
よ
う
と
思
え
ば
、
水
路

や
川
の
再
生
に
つ
な
が
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。

郡
上
八
幡
の
場
合
は
、
町
の
人
が
祭

り
を
催
し
た
り
、
水
路
の
清
掃
を
し
た

り
し
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ

て
い
き
ま
し
た
。
都
市
部
で
も
同
じ
よ

う
に
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く

る
こ
と
が
生
命
を
守
っ
て
い
く
こ
と
に

通
じ
る
し
、
水
縁
関
係
を
ベ
ー
ス
に
人

間
関
係
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

こ
れ
は
都
市
の
規
模
に
は
関
係
な
く
応

用
で
き
る
で
し
ょ
う
。
技
術
的
シ
ス
テ

ム
だ
け
で
な
く
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に

そ
の
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す
る
か
と
い
う

こ
と
も
重
要
な
の
で
す
。
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「堰板」を調節して水位を高くする

と
ド
ブ
と
見
間
違
う
U
字
溝
か
ら
用
水
を
ひ
し
ゃ
く
で
す
く

い
、
道
に
ま
い
て
い
た
。
確
か
に
郡
上
八
幡
に
は
身
近
な
水

が
あ
る
。

泊
ま
っ
た
民
宿
の
女
将
さ
ん
に
話
を
う
か
が
う
と
、「
う
ち

も
井
戸
水
と
水
道
を
両
方
使
っ
て
い
る
し
、
用
水
は
家
の
真

下
を
通
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
用
水
は
生
活
排
水
を
流
す
の

に
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
台
所
か
ら
出
た
排
水
は
い
っ
た

ん
桝
に
溜
め
、
食
べ
物
の
か
す
や
汚
れ
を
沈
澱
さ
せ
て
か
ら
、

き
れ
い
に
な
っ
た
上
澄
み
だ
け
を
用
水
に
流
し
て
い
る
。

ト
イ
レ
、
風
呂
か
ら
の
排
水
は
浄
化
槽
に
入
れ
て
い
る
と

い
う
か
ら
、
都
会
で
考
え
る
家
庭
雑
排
水
と
は
比
べ
物
に
な

ら
な
い
き
れ
い
な
排
水
だ
。
お
茶
と
か
飲
み
水
、
煮
物
、
炊

飯
の
水
は
カ
ル
キ
が
な
い
の
で
井
戸
水
を
使
い
、
洗
濯
機
は

ホ
ー
ス
と
つ
な
ぐ
手
間
が
省
け
る
の
で
水
道
を
使
う
。
こ
こ

で
は
井
戸
水
が
水
の
最
高
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
実
は
水
道
水
も
乙
姫
川
の
上
流
か
ら
取
水
し
て
い

る
の
で
、
井
戸
水
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
ほ
ど
お
い
し
い
。

町
の
郊
外
に
あ
る
農
家
に
は
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
「
水

船
」（
表
紙
写
真
）
も
あ
っ
た
。
水
船
に
は
段
差
が
付
け
ら
れ
た

何
層
か
の
（
普
通
は
２
層
）
水
槽
が
連
な
っ
て
お
り
、
上
か

ら
飲
用
、
す
す
ぎ
や
物
を
冷
や
す
、
下
洗
い
と
使
い
分
け
る
。

そ
の
下
に
野
良
仕
事
で
泥
汚
れ
の
付
い
た
靴
や
雑
巾
を
洗
う

た
め
の
浅
い
層
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
水
船
の
設
け
ら

れ
た
下
に
は
池
が
あ
っ
て
、
排
水
は
池
に
流
さ
れ
る
。
米
粒

や
食
べ
物
の
カ
ス
を
池
の
鯉
が
食
べ
て
浄
化
す
る
と
い
う
理

想
的
な
循
環
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
水
利
用
は
、
こ
れ
か
ら
も
伝
え
ら
れ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
、
そ
れ
は
楽
観
的
で
は
い
ら
れ
な
い

よ
う
だ
。
乙
姫
川
周
辺
と
柳
町
周
辺
で
は
、
用
水
が
観
光
と

し
て
で
は
な
く
今
も
暮
ら
し
で
使
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
２
地
区
の
人
々
は
、
用
水
に
愛
着
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
。
使
い
続
け
る
こ
と
が
愛
着
を
生
む
の
で
あ
っ
て
、
観

光
客
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
愛
着
を
生
む
の
で
は
な
い
。

水
船
を
使
っ
て
い
る
奥
さ
ん
が
「
鍋
釜
は
冬
で
も
外
に
あ

る
水
船
で
洗
う
」
と
言
う
の
で
「
不
便
で
は
な
い
で
す
か
」

と
尋
ね
る
と
、「
昔
か
ら
使
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
じ
ゃ
な
い

と
。
子
ど
も
の
代
に
な
る
と
そ
こ
ま
で
し
な
い
け
れ
ど
、
帰

っ
て
き
た
と
き
に
手
を
洗
っ
た
り
う
が
い
を
し
た
り
、
朝
、

歯
を
磨
い
た
り
す
る
の
は
、
や
は
り
こ
こ
。
親
の
や
り
方
を

見
よ
う
見
真
似
し
て
る
ん
で
す
ね
」
と
言
う
。

こ
こ
に
は
、
水
害
や
大
火
災
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
、
水

を
信
用
し
て
き
た
人
々
の
く
ら
し
が
あ
る
。（
編
集
部
）


