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「
み
ず・ひ
と・ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」

ス
タ
ー
ト
！

新
企
画

環
境
認
識・

課
題
発
見

そ
の
地
域
が
進
め
る「
水
」へ

の
取
り
組
み
を
調
べ
て
全
体

像
を
把
握
。抱
え
て
い
る
問

題
点
も
抽
出
す
る

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク・

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

行
政
の
担
当
者
や
管
理
を
担

う
現
地
の
人
に
聞
き
取
り
を

行
な
い
、そ
れ
を
も
と
に
議
論

を
深
め
る

未
来
モ
デ
ル（
解
決
策
）

提
案

地
域
の
人
た
ち
の
利
用
と
管

理
が
生
み
出
す
価
値
に
着

目
。他
地
域
で
も
応
用
で
き

る
モ
デ
ル
を
示
す
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ゼ
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グ
ル
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プ
討
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研
究
地
域
の

フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク

（2021年10月発刊予定）（2022年2月発刊予定）

研究活動
メンバー

号��号��号
地
元
住
民
や

行
政
へ
の

「
未
来
モ
デ
ル
」

提
案

「
み
ず
か
ら
未
来
を
考
え
る
」

若
者
た
ち
が
地
域
に
提
案

「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
は
、
地
域
が
抱
え
る
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
か
か
わ
る
課
題
を
、
将
来
を
担
う
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
、
地
域
へ
提
案
す
る
研
究
活
動
で
す
。

　

こ
の
研
究
活
動
の
か
じ
取
り
役
は
、
法
政
大
学
現
代
福
祉
学
部
准
教
授
の
野

田
岳
仁
さ
ん
。
野
田
さ
ん
は
「
水
と
人
の
暮
ら
し
」
の
視
点
か
ら
水
と
ま
ち
づ
く

り
・
観
光
を
研
究
す
る
環
境
社
会
学
者
で
す
。

「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
は
、
野
田
さ
ん
の
指
導
を
受
け
る
ゼ
ミ

生
（
３
年
生
）
12
名
に
、
ミ
ツ
カ
ン
の
若
手
社
員
３
名
が
加
わ
っ
て
進
め
ら
れ
ま
す
。

全
員
で
論
文
や
史
料
・
資
料
を
読
み
込
み
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
重
ね
た
う
え

で
、
実
際
に
対
象
地
域
へ
足
を
運
び
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
っ
て
思
索
を

深
め
ま
す
。
そ
し
て
、
互
い
に
意
見
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
い
、
ど
の
よ
う
な

取
り
組
み
が
必
要
な
の
か
を
模
索
。
最
終
的
に
は
、
地
元
住
民
や
行
政
に
対
し
て

「
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
持
続
可
能
な
発
展
モ
デ
ル
」
を
提
案
し
ま
す
。

　

研
究
す
る
の
は
１
年
間
で
一
つ
の
地
域
。
年
数
を
重
ね
て
い
け
ば
、
都
市
部
や

中
山
間
地
域
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
社
会
を
輝
か
せ
る
水
と
人
の
「
未
来
モ
デ

ル
」
が
、
多
様
性
を
伴
っ
て
積
み
重
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

　

学
生
・
若
者
が
、水
を
切
り
口
に
未
来
を
考
え
、
自
ら
提
案
す
る
ま
で
を
機
関
誌

『
水
の
文
化
』
で
連
載
し
ま
す
（
掲
載
し
き
れ
な
い
も
の
は
W
e
b
サ
イ
ト
な
ど
で
発
表
予
定
）
。

　

今
号
は
、
野
田
さ
ん
に
「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
の
視
点
と
、

２
０
２
１
年
に
取
り
組
む
研
究
対
象
地
域
（
長
野
県
松
本
市
）
に
つ
い
て
記
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

新
企
画
の
狙
い

連
載
内
容

水の文化 68号　みず・ひと・まちの未来モデル
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身
近
な
水
辺
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所

だ
ろ
う
か
。
清
流
・
長
良
川
の
流
域
で

生
ま
れ
育
っ
た
私
に
と
っ
て
、
身
近
な

水
辺
と
は
小
学
校
の
通
学
路
に
流
れ
て

い
た
関
川
と
い
う
小
さ
な
川
で
あ
っ
た
。

学
校
帰
り
に
は
決
ま
っ
て
立
ち
寄
り
、

川
面
を
眺
め
た
り
、
魚
を
捕
ま
え
る
こ

と
が
楽
し
み
だ
っ
た
。

な
か
で
も
心
が
躍
っ
た
の
は
水
か
さ

の
増
し
た
雨
あ
が
り
で
あ
る
。
そ
の
川

は
護
岸
工
事
に
よ
っ
て
川
べ
り
に
遊
歩

道
が
つ
く
ら
れ
、
雨
が
降
る
と
遊
歩
道

ま
で
水
が
あ
が
っ
て
く
る
。
浅
瀬
と
な

っ
た
遊
歩
道
に
魚
が
わ
ん
さ
か
と
集
ま

っ
て
き
て
容
易
に
魚
を
捕
ま
え
る
こ
と

が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
夢
中
で
魚
を

捕
ま
え
た
記
憶
が
残
っ
て
い
る
。

い
つ
の
時
代
も
子
ど
も
に
と
っ
て
水

辺
は
心
休
ま
る
場
所
で
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

〈
う
ち
ぬ
き
〉
と
呼
ば
れ
る
自じ

噴ふ
ん
せ
い井（

注
）

で
有
名
な
愛
媛
県
西
条
市
を
訪
れ
た
際

に
、
あ
る
小
学
生
に
出
会
っ
た
。
彼
は
い

つ
も
飲
ん
で
い
る
水
場
に
私
た
ち
を
案

内
す
る
と
、
上
の
写
真
の
ス
タ
イ
ル
で
水

を
飲
み
は
じ
め
た
。
一
層
味
が
お
い
し

く
感
じ
る
の
だ
そ
う
だ
。
ラ
ン
ド
セ
ル
の

ロ
ッ
ク
を
忘
れ
て
教
科
書
が
水
没
す
る

こ
と
も
あ
る
と
笑
っ
て
話
し
て
く
れ
た
。

さ
て
、
こ
の
写
真
を
見
て
ど
の
よ
う
な
感

想
を
も
た
れ
る
だ
ろ
う
か
。

西
条
市
の
自
然
の
豊
か
さ
に
感
銘
を

受
け
た
り
、
湧
水
の
味
や
水
質
が
気
に

な
っ
た
り
、
自
噴
井
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
地

下
水
量
に
興
味
を
も
っ
た
り
、
読
者
の

皆
さ
ん
の
関
心
の
あ
る
分
野
や
学
ん
で

こ
ら
れ
た
専
門
領
域
な
ど
い
ろ
ん
な
角

度
か
ら
感
想
を
も
た
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
連
載
で
は
、
こ
の
少
年
の
よ
う

な
日
常
的
な
水
場
の
利
用
を
成
り
立
た

せ
て
い
る
社
会
的
な
し
く
み
に
関
心
を

寄
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
西
条
市
で
感
心
し
た

こ
と
は
、
う
ち
ぬ
き
は
も
ち
ろ
ん
自
然

の
恵
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、

こ
の
水
を
毎
日
飲
め
る
よ
う
に
衛
生
的

な
環
境
に
保
つ
に
は
日
々
の
管
理
が
欠

か
せ
な
い
こ
と
を
地
元
の
人
た
ち
は
教

え
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
水
場
は
、
た
だ
自
然
発
生
的
に
水

が
湧
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
日

常
的
に
掃
除
す
る
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
人
び
と
の
存
在
が
あ
っ
て
初
め
て
成

立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
風
景
を
未
来
に
残
し
て

い
く
に
は
、
水
場
を
支
え
る
社
会
的
な

し
く
み
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
人
び
と
の
立
場
に
立
つ
考
え
方
は
環

境
社
会
学
や
地
域
社
会
学
の
分
野
で

「
生
活
環
境
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
連
載
で
は
、
約
１
年
を
か
け
て

私
の
所
属
す
る
法
政
大
学
現
代
福
祉
学

部
の
３
年
ゼ
ミ
生
12
名
と
ミ
ツ
カ
ン
若

手
社
員
３
名
と
と
も
に
調
査
・
研
究
を

行
な
い
、
未
来
モ
デ
ル
を
行
政
担
当
者

に
政
策
提
言
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る

が
、
外
部
の
評
論
家
や
専
門
家
の
評
価

で
は
な
く
、
な
に
よ
り
地
元
の
人
び
と

が
満
足
し
た
り
納
得
で
き
る
未
来
モ
デ

ル
の
構
想
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。

地
域
の
水
場
を
日
常
的
に
管
理
し
て

い
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
場
に
暮

ら
す
人
び
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
地
元
住

民
や
行
政
担
当
者
に
共
鳴
し
て
も
ら
え

る
よ
う
な
未
来
モ
デ
ル
で
な
け
れ
ば
、

た
ん
な
る
理
想
論
や
空
論
に
終
わ
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。

地
域
社
会
の
未
来
を

水
場
か
ら
考
え
る

愛媛県西条市の自噴井〈うちぬき〉の水を飲む下校中の小学生（2012年7月） 
提供:野田岳仁さん

（注）自噴井
地下水が自然に地上へ湧き出す井戸のこと。
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モ
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井
戸
や
湧
き
水
が

点
在
す
る
ま
ち「
松
本
」

こ
の
１
年
間
の
連
載
の
舞
台
と
な
る

の
は
長
野
県
松
本
市
で
あ
る
。
西
に
北

ア
ル
プ
ス
、
東
に
美
ヶ
原
・
鉢は
ち
ぶ
せ
や
ま

伏
山
に

囲
ま
れ
た
一
大
地
下
水
盆
で
あ
る
。
国

宝
・
松
本
城
を
擁
す
る
城
下
町
と
し
て

栄
え
た
こ
と
か
ら
工
芸
・
職
人
の
ま
ち

と
し
て
も
名
高
い
の
だ
が
、『
松
本
市

中
記
』（
１
６
９
７
年
［
元
禄
10
］）
に
よ
れ
ば
、

松
本
町
に
も
っ
と
も
多
い
職
人
と
し
て

豆
腐
屋
80
人
、
４
番
目
に
酒
屋
54
人
と

の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
湧
水
の
豊
か

さ
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

現
在
も
市
内
に
は
、
多
く
の
湧
き
水

や
井
戸
が
点
在
し
て
い
る
。
市
民
団
体

「
自
然
観
察
写
真
集
団
」
の
調
査
（
１
９

８
９
年
［
平
成
元
］）
に
よ
れ
ば
、
市
内
屈
指

の
湧
水
群
が
点
在
す
る
源
地
町
内
周
辺

（
松
本
市
美
術
館
付
近
）
の
11
町
会
の
４
０
９

軒
中
２
２
５
軒
で
湧
き
水
利
用
が
確
認

さ
れ
た
と
い
う
。

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
に
は
「
ま
つ
も

と
城
下
町
湧
水
群
」
と
し
て
、
環
境
省

に
よ
る
平
成
の
名
水
百
選
に
も
選
定
さ

れ
て
い
る
。
昭
和
と
平
成
の
名
水
百
選

を
含
め
た
総
選
挙
（
２
０
０
選
）
で
「
観
光

地
と
し
て
す
ば
ら
し
い
『
名
水
』
部
門
」

で
第
３
位
に
な
る
な
ど
観
光
地
と
し
て

も
評
価
が
高
い
。

松
本
市
は
「
公
共
井
戸
」
と
名
づ
け

て
行
政
が
精
力
的
に
井
戸
を
整
備
し
て

地域を支える
水場の
しくみ

1市役所の展望台から望む松本城と北アルプス 2人々が行きかう縄手
（なわて）通り。かつて松本城のお堀と女鳥羽川に挟まれた「縄のように細
く長い土手」だったため「縄手」と呼ばれるようになった 3松本城旧総堀を
埋めた後に自噴していた湧水を地元の人たちが整備した「北馬場柳の井
戸」 4かつて松本城の東門があった場所につくられた「東門の井戸」

公共井戸の整備に
ついてお聞きした松
本市役所の皆さん。
右から都市計画課
課長補佐の倉科健
一さん、文化財課主
査の小林一成さん、
都市計画課技術員
の荒井健吾さん

2

1

4 3

長野県

塩尻市

松本市
焼岳 美ヶ原

穂高岳

上高地

白骨温泉

安曇野市

松本
電鉄
上高
地線

中
央
本
線

松本城

水の文化 68号　みず・ひと・まちの未来モデル

長野県

松本市
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い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
多
く

が
市
建
設
部
都
市
政
策
課
（
当
時
）
の

「
水
め
ぐ
り
の
井
戸
整
備
事
業
」
に
よ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
基
本
的
に
は
行
政

が
管
理
を
担
う
。
な
か
に
は
地
元
町
会

と
協
定
を
結
ん
で
、
日
常
的
な
管
理
を

住
民
に
任
せ
て
い
る
井
戸
も
あ
る
。

公
共
井
戸
は
、
①
市
民
の
水
汲
み
場

や
憩
い
の
場
、
②
災
害
時
の
生
活
用
水
、

③
観
光
資
源
の
３
つ
の
役
割
が
あ
る
。

近
年
、
地
域
の
湧
水
や
井
戸
を
探
訪
す

る
観
光
は
「
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
松

本
市
は
行
政
主
導
型
の
ア
ク
ア
ツ
ー
リ

ズ
ム
先
進
地
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
誘
引
力
の
あ
る
井
戸
と

人
け
の
な
い
井
戸
の
差

　
井
戸
巡
り
を
し
て
い
て
オ
ヤ
ッ
と
気

に
な
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
公
共
井
戸
で

あ
っ
て
も
、
多
く
の
利
用
者
が
集
ま
る

に
ぎ
や
か
な
井
戸
と
そ
う
で
な
い
井
戸

に
分
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、
水
の
味
や

立
地
、
利
便
性
に
理
由
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
水

の
味
は
多
少
の
硬
度
の
違
い
は
あ
っ
て

も
、
そ
の
違
い
が
気
に
な
ら
な
い
ほ
ど

ど
れ
も
お
い
し
い
水
で
あ
る
し
、
水
汲

み
を
す
る
利
用
者
に
と
っ
て
は
、
た
し

か
に
車
で
横
付
け
で
き
る
よ
う
な
立
地

や
ア
ク
セ
ス
の
よ
さ
が
選
択
の
基
準
に

な
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

限
ら
れ
た
聞
き
取
り
で
は
あ
る
も
の
の
、

こ
れ
ら
の
要
素
は
あ
ま
り
効
い
て
い
な

そ
う
な
の
で
あ
る
。

地
元
住
民
に
と
っ
て
も
観
光
客
に
と

っ
て
も
利
用
し
た
く
な
る
よ
う
な
魅
力

あ
る
井
戸
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
か
。
所
有
や
管
理
の
主
体
が
同
一
で

あ
っ
て
も
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
違
い
が
生

ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
は
、
実
は
多
く
の

ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
現
場
が
抱
え
る

悩
み
で
も
あ
る
。

名
水
百
選
に
選
定
さ
れ
る
地
域
の
多

く
で
は
、
名
水
を
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
す

る
べ
く
、
観
光
客
に
も
便
利
な
水
場
が

整
備
さ
れ
る
。
し
か
し
、
デ
ザ
イ
ン
や

機
能
性
が
優
れ
て
い
て
も
、
利
用
者
の

気
配
が
な
く
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う

な
味
気
な
い
観
光
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
化

し
て
し
ま
っ
て
い
る
井
戸
が
少
な
く
な

い
。
な
か
に
は
手
入
れ
が
さ
れ
ず
不
衛

生
な
状
態
に
な
っ
て
観
光
客
を
遠
ざ
け

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
り
、
空
間
が
大

衆
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
光
地
の
俗

化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

観
光
客
向
け
に
整
備
さ
れ
た
井
戸
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
利
用
さ

れ
ず
む
し
ろ
観
光
地
の
魅
力
を
減
ず
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
に
ぎ
や
か
な
公
共
井
戸
を
取

り
上
げ
て
井
戸
の
魅
力
化
の
ヒ
ン
ト
を

探
っ
て
み
よ
う
。

住
民
が
管
理
す
る

３
つ
の
公
共
井
戸

松
本
市
を
代
表
す
る
公
共
井
戸
と
し

て
知
ら
れ
る
「
源げ
ん

智ち

の
井
戸
」
は
、『
善

光
寺
道
名
所
図
会
』（
１
８
４
6
年
［
嘉
永
2
］）

に
当
国
第
一
の
名
水
と
し
て
、
町
の
酒

造
業
者
は
こ
と
ご
と
く
こ
の
水
を
使
い
、

歴
代
の
領
主
は
制
札
を
出
し
て
こ
の
水

を
保
護
し
た
と
の
記
載
が
あ
る
。
住
民

運
動
に
よ
っ
て
、
１
９
８
９
年
（
平
成

元
）
に
市
に
よ
る
地
下
50
ｍ
の
再
掘
削

で
よ
み
が
え
っ
て
い
る
。
松
本
市
特
別

史
跡
で
文
化
財
で
あ
る
た
め
行
政
が
管

理
す
る
一
方
で
、
地
元
宮
村
町
一
丁
目

町
会
の
有
志
で
結
成
さ
れ
た
「
源
智
の

井
戸
を
守
る
会
」
に
よ
っ
て
毎
朝
5
時

城下町が形成される前から飲用水として使われていたという
「源智の井戸」。水を汲みに来る人の姿が絶えない

江戸時代からこの水を用いて染色・製紙業が興ったとされる「槻井泉神社の
湧水」。水に落ちた葉が溶けてしまわないように毎朝草とりをしている梶葉邦雄さ
ん（左上）と水路の改修設計と清掃のために訪れた穂苅正昭さん（左下）

�

�槻井泉神社
の湧水

源智の井戸
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半
よ
り
井
筒
を
拭
い
た
り
、
周
囲
の
ゴ

ミ
拾
い
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
市
内
の

中
心
部
に
あ
り
、
地
元
住
民
や
観
光
客

の
利
用
が
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
水

場
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

続
い
て
、「
槻つ
き
い
ず
み

井
泉
神
社
の
湧
水
」
で

あ
る
。
御
神
木
で
あ
る
ケ
ヤ
キ
は
市
の

天
然
記
念
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
市
の
文

化
財
課
が
管
理
し
て
い
る
が
、
地
元
町

会
で
は
古
く
か
ら
「
大
井
戸
」
と
呼
ん

で
日
常
的
な
管
理
を
行
な
っ
て
い
る
。

毎
朝
欠
か
さ
ず
掃
除
す
る
と
い
う
90
歳

の
梶
葉
邦
雄
さ
ん
は
、
こ
の
井
戸
は
市

の
所
有
物
で
あ
っ
て
も
毎
日
掃
除
し
な

け
れ
ば
訪
れ
る
観
光
客
に
「
恥
ず
か
し

い
」
と
い
う
思
い
だ
と
語
っ
て
く
れ
た
。

法
律
上
は
た
し
か
に
市
の
所
有
物
で
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
地
元
の
人
び

と
に
と
っ
て
は
「
町
会
の
大
井
戸
」
だ

と
い
う
自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
管
理
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
声
は
「
鯛た
い
ま
ん萬

の
井
戸
」

で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
２
年
前
の

夏
に
訪
れ
た
際
に
は
、
ひ
っ
き
り
な
し

に
住
民
や
観
光
客
が
訪
れ
る
に
ぎ
や
か

な
井
戸
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
訪
問
で

は
利
用
者
の
姿
が
な
く
閑
散
と
し
て
い

た
。
聞
き
取
り
を
し
て
み
る
と
、
コ
ロ

ナ
禍
に
あ
る
こ
と
で
汲
み
に
行
く
回
数

を
控
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
前
は
、
や
か
ん
を
手
に
そ
の
都
度
水

を
汲
み
に
行
く
ほ
ど
頻
度
の
高
い
利
用

が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
水
を
汲
む
だ

け
で
な
く
、
井
戸
に
行
け
ば
誰
か
に
会

え
る
こ
と
も
楽
し
み
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
観
光
客
が
や
っ
て
来
る
と
、「
ど

こ
か
ら
来
た
の
？
」「
お
い
し
い
お
水
で

し
ょ
う
？
」
と
声
を
か
け
て
井
戸
端
会

議
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
見
ら
れ
た

か
ら
だ
。

　
　

鯛萬の井戸

松本市を代表する公共井戸「源智（げんち）
の井戸」で高校生に話を聞く野田岳仁さん

かつてあった料亭「鯛萬」から名づけられた「鯛萬の井戸」。
地元の人がきれいに磨いた柄杓や漏斗がバランスよく配
置されている

�

水の文化 68号　みず・ひと・まちの未来モデル
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こ
の
井
戸
も
市
建
設
部
都
市
政
策
課

の
「
街
な
み
環
境
整
備
事
業
」
に
よ
っ

て
公
園
と
と
も
に
整
備
さ
れ
た
が
、
協

定
を
結
ん
で
日
常
的
な
管
理
は
地
元
町

会
が
担
っ
て
い
る
。
人
び
と
は
気
持
ち

の
う
え
で
は
町
会
の
所
有
物
と
考
え
て

手
入
れ
し
て
い
る
と
述
べ
て
く
れ
た
。

「
私
た
ち
の
井
戸
」と
い
う

所
有
意
識
が
光
を
導
く

こ
こ
で
紹
介
し
た
３
つ
の
公
共
井
戸

は
地
元
の
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
感

じ
ら
れ
る
よ
う
な
温
か
み
の
あ
る
場
所

で
あ
っ
た
。
共
通
す
る
こ
と
は
、
地
元

町
会
と
協
定
を
結
ん
で
い
る
か
ど
う
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
地
元
の
人
び
と
の
日

常
的
な
利
用
と
管
理
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
見
逃
せ
な

い
こ
と
は
、
法
的
な
所
有
権
を
も
た
な

く
て
も
「
町
会
の
井
戸
」
と
い
う
所
有

意
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
が
観
光
客
を
惹
き
つ
け
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

「
町
会
の
井
戸
」
と
い
う
所
有
意
識
を

も
っ
て
日
常
的
に
利
用
と
管
理
を
行
な

う
と
な
ぜ
井
戸
の
魅
力
化
に
つ
な
が
る

の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
こ
れ
ら
の
井

戸
に
は
柄ひ
し
ゃ
く杓
や
コ
ッ
プ
が
置
い
て
あ
っ

た
り
、
脇
に
花
壇
が
あ
っ
た
り
、
地
元

の
人
び
と
の
愛
着
や
思
い
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
観
光
客
に
と
っ
て
も
魅

力
的
に
映
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

愛
着
や
思
い
と
い
っ
た
表
層
的
な
も
の

で
は
す
く
い
き
れ
な
い
よ
う
な
奥
深
い

な
に
か
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
じ

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
公
共
井
戸
の
頭

に
つ
く
「
公
＝
す
べ
て
の
人
び
と
の
も

の
」
を
問
い
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る

か
も
し
れ
な
い
。

本
連
載
で
は
、
ゼ
ミ
生
と
ミ
ツ
カ
ン

若
手
社
員
と
と
も
に
現
地
で
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
こ
の
奥
深
い

な
に
か
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
私
た
ち
は
現
場
の
人
び
と
の
立

場
に
立
つ
か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
美
し

い
景
色
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。

（
２
０
２
１
年
４
月
11
～
13
日
取
材
）

　
　

善哉（よいかな）酒造の私有井戸「女鳥羽の泉」。
敷地内地下31.5ｍから自噴する水を誰でも利用
できるように開放している。善哉酒造の代表取締
役を務める穂髙啓右さんと奥様の早智子さん。
野田さんに連れられて伺ったが笑いが絶えない楽
しい時間となった

松本城

■今回取り上げた松本市の井戸

松本駅

深志の湧水

縄手通り商店街

中町蔵の井戸

松本
市役所

女鳥
羽川

女鳥羽の泉

鯛萬の井戸

源智の井戸

槻井泉神社
の湧水

滞在中にお会いした松本市
のご好意により、市役所なら
びに地元の方々に提案の場
を設けていただける可能性
が高まった。次の 69 号は
野田ゼミでのディスカッション
やフィールドワークの様子を、
70 号では未来モデルの構築
から地元の方々にご提案す
るまでを掲載する。

「中町蔵の井戸｣（上）と松本駅前
にある「深志の湧水｣（下）。利用
する人はあまりいない


