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（上）グラスの縁をこすって振動を与え、音を奏でるグラ
スハープ。国内唯一のプロ奏者、大橋エリさんが指を
滑らせると、調律のために入れた水に波紋が生まれた
撮影：大平正美

（下）隣地から移植した318本の落葉樹、渓流の水を
引き込んだ160の池が広がるアートビオトープ「水庭」。
四季を通じてさまざまな表情を見せるアートスポット
撮影：藤牧徹也

表紙：2022年10月13日から
12月25日、千葉市美術館で
開かれた「つくりかけラボ09 
大小島真木｜コレスポンダン
ス」でインスタレーションを制
作する現代美術家の大小島
真木さん
撮影：川本聖哉
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今
、な
ぜ
ア
ー
ト
が
必
要
な
の
か

ひ
と
し
ず
く

ひ
と
し
ず
く

千
住 

博画
家



今、なぜアートが必要なのか3

　
私
は
今
、
画
家
で
あ
る
と
同
時
に

日
本
藝
術
院
会
員
と
い
う
国
家
公
務

員
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
文
化

庁
と
の
共
同
事
業
の
一
環
と
し
て
、

全
国
の
公
立
の
小
学
校
を
訪
ね
て
美

術
の
授
業
を
し
て
い
ま
す
。

　

の
べ
何
百
人
も
の
小
学
生
に
、
和

紙
を
揉
ん
で
も
ら
っ
て
、
何
に
見
え
る

か
考
え
て
み
よ
う
、
そ
し
て
見
え
た
も

の
を
和
紙
に
色
を
着
け
て
作
品
に
し
て

み
よ
う
、
と
い
う
私
が
考
案
し
た
授
業

に
取
り
組
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

驚
く
こ
と
に
、
こ
の
小
学
生
た
ち

の
作
り
出
し
た
作
品
は
、
皆
こ
と
ご
と

く
違
う
の
で
す
。
蛸
を
上
か
ら
見
た
と

こ
ろ
、
と
か
、
海
底
爆
発
、
ハ
ン
バ
ー

グ
や
山
、
水
道
の
蛇
口
か
ら
水
が
流
れ

て
い
た
り
、
大
き
な
花
、
ア
マ
ゾ
ン
の

巨
大
魚
、
怪
獣
、
崖
、
富
士
山
、
海
の

底
、
池
、
川
、
雲
、
樹
木
の
幹
…
…
と

枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
は
、
み
ん
な
違
う
っ
て
、
な
ん

て
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
、
お

互
い
を
、
君
は
こ
ん
な
こ
と
思
い
つ
い

た
ん
だ
ね
と
尊
敬
し
た
く
な
る
よ
ね
、

み
ん
な
違
う
か
ら
、
自
分
も
違
っ
て
い

て
い
い
の
だ
ね
、
と
話
し
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
私
は
画
家
や
彫
刻
家
を

こ
の
授
業
で
育
成
し
た
い
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
小
学
生
た
ち
に
、
こ
の

様
な
多
様
性
に
満
ち
、
創
造
的
で
自

由
な
、
つ
ま
り
ア
ー
ト
な
発
想
の
で

き
る
社
会
人
に
な
っ
て
い
っ
て
欲
し

い
の
で
す
。

　
し
か
し
中
学
、
高
校
生
く
ら
い
に

な
る
と
、
受
験
に
役
立
つ
こ
と
以
外

は
、
興
味
を
持
っ
て
い
て
も
頭
が
な

か
な
か
回
ら
な
く
な
る
生
徒
た
ち
が

増
え
て
き
ま
す
。
私
が
教
え
た
経
験

上
、
特
に
、
都
会
の
有
名
進
学
校
ほ

ど
、
そ
ん
な
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。

　
厄
介
な
問
い
か
け
や
創
造
的
な
問

題
は
後
に
回
し
て
、
知
識
だ
け
で
回

答
で
き
る
問
い
に
そ
つ
な
く
答
え
、

大
学
受
験
で
勝
者
に
な
り
、
卒
業
し

て
、
そ
の
方
法
論
の
ま
ま
、
で
き
そ

う
な
仕
事
に
だ
け
対
処
す
る
政
治
家

や
役
人
、
企
業
の
ト
ッ
プ
が
つ
く
り

出
す
未
来
は
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
の

で
し
ょ
う
。
今
の
日
本
が
必
ず
し
も

そ
う
だ
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
し

か
し
自
分
に
は
ア
ー
ト
が
わ
か
ら
な

い
か
ら
、
と
思
い
込
ん
で
い
る
会
社

の
役
員
や
政
治
家
が
あ
ま
り
に
多
い
。

わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
か
つ
て

は
わ
か
っ
て
い
た
の
に
、
そ
の
流
れ

を
意
識
的
に
止
め
て
い
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
創
造
性
と
は
、
い
わ
ば
水
で
す
。

　
も
う
一
度
、
そ
の
水
の
流
れ
の
蛇

口
を
回
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
、
か
つ
て
自
分
が
小
学
生

で
、
夢
ば
か
り
見
て
い
た
こ
と
を
思

い
出
し
、
ま
た
、
で
き
る
こ
と
な
ら

こ
の
小
学
生
た
ち
の
様
に
和
紙
を
揉

ん
で
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ

は
初
め
は
た
だ
の
シ
ワ
以
外
に
は
見

え
ま
せ
ん
。
小
学
生
た
ち
も
そ
う
で

し
た
。
し
か
し
、
裏
返
し
た
り
、
横

を
縦
に
し
た
り
し
て
観
察
を
し
て
い

る
う
ち
に
、
何
か
の
呼
ぶ
声
が
し
て

き
ま
す
。
こ
こ
に
羊
が
い
る
よ
、
こ

れ
は
森
を
上
か
ら
見
た
と
こ
ろ
だ
よ
、

と
。
小
学
生
の
か
つ
て
の
自
分
自
身

が
、
今
の
自
分
に
語
り
か
け
て
い
る

の
で
す
。

　
水
と
い
う
創
造
性
は
、
勢
い
よ
く

流
れ
れ
ば
、
必
ず
次
の
ヒ
ン
ト
が
ど

こ
か
ら
と
も
な
く
流
れ
て
来
る
も
の

で
す
。
そ
し
て
固
体
に
も
気
体
に
も

自
由
に
姿
を
変
え
ま
す
。

　
私
は
、
こ
の
水
の
様
に
柔
軟
な
発

想
法
が
社
会
に
と
て
も
大
切
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
水
が
な
く
な
る
と
命
が
危
険
に
さ

ら
さ
れ
る
よ
う
に
、
創
造
性
が
な
く

な
る
と
、
人
の
文
明
は
こ
の
先
ど
う

な
る
の
で
し
ょ
う
。

　
ア
ー
ト
は
人
類
の
発
展
に
ど
う
し

て
も
必
要
だ
か
ら
こ
そ
、
今
日
ま
で

消
え
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
今
こ
そ
大
人
た
ち
は
、
か
つ
て
の

自
分
を
呼
び
戻
し
、
創
造
性
と
い
う

水
を
し
っ
か
り
補
給
し
て
、
み
ず
み

ず
し
い
未
来
を
つ
く
っ
て
い
っ
て
欲

し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

千住 博（せんじゅ ひろし）
画家／日本藝術院会員
1958 年東京生まれ。東京藝術大学卒業。同大学院修了。現代アートのオリンピックと言われる
ヴェネツィア・ビエンナーレで東洋人初の名誉賞、イサム・ノグチ賞、日米特別功労賞、外務大臣
表彰、恩賜賞、日本藝術院賞など受賞。京都造形芸術大学学長を経て、現在京都芸術大学教授。

千住博『ウォーターフォール 』　2019 年　187 x 1680 cm　六曲二双屏風　シカゴ美術館蔵
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水面を叩くような強い雨もあれば、木々の葉をしっとり湿らすような雨も
ある。川を流れる水は、瀬では激しく泡立つが、淵では渦を巻きゆった
り流れる―。多彩な表情を見せる水は、さまざまな芸術作品に用いら
れてきた。水は、表現者たちが心情やメッセージを伝えるのに適してい
るのだろう。

３年前から始まったコロナ禍において、不幸なことに一部の芸術は不要
不急と言われてしまったが、コロナ禍で浮かび上がった今の社会の課
題を乗り越えるためには、過去の延長線上ではない新たな思考や哲学
が必要となる。

そこで存在感を増しているのが芸術だ。人びとの心を揺さぶり、時には
価値観を変えるほどの感動や衝撃をもたらす芸術こそ、私たちにとって
なくてはならないものだ。

自らの思いを水に託して作品にした表現者、そして日本古来の芸術を
思索する研究者に話を聞いてみよう。そこにはきっと、これからを生きる
ための手がかりがあるはずだから。

 目次 
 巻頭エッセイ

 2 ひとしずく 今、なぜアートが必要なのか　千住 博

 特集 芸術と水 　
 6 想う 浮世絵に見る 人びとと水の景色　藤澤 紫
 10 詠む 気づきを重ね、丁寧に生きる―俳句と水と我が暮らし　青木亮人
 12 綴る 流れゆく川に見る 素晴らしき人生　松浦寿輝　
 14 描く 水は巡り、生も巡る 海で感じた「命の循環」　大小島真木
 19 撮る 一つとして同じものはない「波」を撮りつづけて　梶井照陰
 24 映す 水のように穏やかな暮らし―映画『マザーウォーター』　松本佳奈
 26 奏でる  「癒やしの音」奏でる 水を用いた祈りの楽器　大橋エリ
 28 見つめる  沢水が木々を縫い、池を巡る 静かなる内省の場
 32 潜る 泉を浮遊してとらえた光と陰―映画『セノーテ』　小田 香
 36 文化をつくる  芸術と向き合えば わくわくする日々が訪れる　編集部

Column
 39 水の余話  遙かなる大海原を越えて　斎藤善之

連載
 40 食の風土記 19  京水菜でいただく「はりはり鍋」
 42 みず・ひと・まちの未来モデル 6  
  「水」と「移住者」から捉えた真鶴のコミュニティ　野田岳仁
 48 センター活動報告
 49 編集後記／ご案内
  (敬称略）
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西
洋
の
画
家
が
惹
か
れ
た

暮
ら
し
切
り
と
る
浮
世
絵

―
―
そ
も
そ
も
藤
澤
先
生
が
浮
世
絵
に

惹
か
れ
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。

絵
を
描
く
の
が
好
き
で
、
高
校
生
の

頃
に
西
洋
絵
画
の
展
覧
会
に
行
っ
た
と

こ
ろ
、
彼
ら
が
影
響
を
受
け
た
浮
世
絵

に
出
合
い
ま
し
た
。
と
て
も
格
好
よ
く

感
じ
て
、
ま
る
で
恋
に
落
ち
る
よ
う
に

「
こ
れ
だ
！
」
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

そ
の
頃
、
ご
縁
あ
っ
て
歌
舞
伎
の
券
を

頂
戴
す
る
こ
と
が
多
く
、
祖
母
と
連
れ

だ
っ
て
観
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
先
代

の
市
川
團
十
郎
丈
の
襲
名
披
露
に
、
歌

舞
伎
座
へ
セ
ー
ラ
ー
服
で
駆
け
つ
け
た

の
も
懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。
歌
舞
伎

や
浮
世
絵
を
生
ん
だ
江
戸
の
空
気
感
を

心
地
よ
く
感
じ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
後

進
学
し
た
大
学
に
い
ら
し
た
恩
師
が
浮

世
絵
研
究
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
、
す

っ
か
り
研
究
の
お
も
し
ろ
さ
に
魅
せ
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

―
―
西
洋
の
画
家
は
浮
世
絵
の
ど
ん
な

と
こ
ろ
に
影
響
を
受
け
た
の
で
し
ょ
う
。

色
彩
と
構
図
と
主
題
。
こ
の
三
つ
の

要
素
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
色
彩
で
は
、

木
版
画
な
ら
で
は
の
平
面
の
色
の
重
な

り
合
い
、
そ
の
パ
キ
ッ
と
し
た
色
合
い

の
お
も
し
ろ
さ
で
す
。
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
は
あ
り
ま
す
が
、
陰
影
と
い
う
よ
り

基
本
的
に
は
フ
ラ
ッ
ト
な
表
現
で
す
ね
。

構
図
に
関
し
て
は
、
葛
飾
北
斎
や
歌

川
広
重
は
西
洋
絵
画
の
影
響
を
受
け
て

い
ま
す
。
18
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と

西
洋
文
化
の
影
響
も
あ
り
、
景
観
や
事

物
を
も
っ
と
リ
ア
ル
に
描
き
た
い
欲
求

　　　　　　

江
戸
時
代
、
庶
民
の
間
で
流
行
し
た
浮
世
絵
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵

画
、
特
に
印
象
派
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。
浮
世
絵

か
ら
垣
間
見
る
江
戸
時
代
の
庶
民
の
暮
ら
し
と
水
の
景
色
に
つ
い
て
、

浮
世
絵
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
藤
澤
紫
さ
ん
に
聞
い
た
。

浮
世
絵
に
見
る 

人
び
と
と
水
の
景
色

Murasaki Fujisawa
東京都生まれ。学習院大学
大学院人文科学研究科哲
学専攻博士後期課程満期
退学。博士（哲学）。国際浮
世絵学会常任理事。2014
年國學院大學文学部特任
教授、2018年より現職。研
究分野は日本美術史、日本
近世文化史、比較芸術学。

『ＮＨＫ浮世絵ＥＤＯ-ＬＩＦＥ 浮
世絵で読み解く江戸の暮らし』

（監修）など著書多数。

インタビュー

藤澤 紫さん

國學院大學文学部
哲学科 教授

葛飾北斎が三つわりの法で描いた
「冨嶽三十六景 深川万年橋下」
1831年（天保2）頃
太田記念美術館蔵
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が
表
に
出
ま
す
。
立
体
的
な
遠
近
感
を

出
す
一
点
透
視
図
法
が
意
識
さ
れ
る
ほ

か
、
西
欧
の
芸
術
家
に
も
愛
さ
れ
た

『
北
斎
漫
画
』
に
も
、
天
を
２
、
地
を

１
と
し
て
画
面
を
３
分
割
す
る
テ
ク
ニ

ッ
ク
、「
三
つ
わ
り
の
法
」
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
合
理
的
な
西
洋

由
来
の
構
図
感
覚
は
西
欧
の
人
び
と
も

受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
よ
う
で
す
。

三
つ
目
の
要
素
で
あ
る
主
題
が
、
実

は
い
ち
ば
ん
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

北
斎
の
「
冨ふ

嶽が
く

三さ
ん
じ
ゅ
う
ろ
っ
け
い

十
六
景
」
シ
リ
ー
ズ

が
当
時
大
ヒ
ッ
ト
し
た
の
は
、
色
彩
や

構
図
の
お
も
し
ろ
さ
だ
け
で
は
な
く
、

「
富
士
講
」
な
ど
民
間
で
流
行
し
た
信

仰
を
背
景
に
、
霊
峰
富
士
の
像
を
身
近

に
も
つ
こ
と
の
安
心
感
、
旅
へ
の
憧
れ

と
い
っ
た
需
要
が
大
き
か
っ
た
は
ず
で

す
。
そ
う
し
た
日
本
人
が
大
事
に
し
て

い
る
情
景
や
モ
チ
ー
フ
か
ら
、
さ
ら
に

は
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
、
日
々
の
暮

ら
し
の
細
部
が
垣
間
見
え
る
点
な
ど
が

西
洋
の
画
家
の
心
を
と
ら
え
た
の
だ
と

思
う
の
で
す
。

例
え
ば
、
広
重
の
「
名
所
江
戸
百
景 

大
は
し
あ
た
け
の
夕
立
」
を
フ
ィ
ン
セ

ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
が
模
写
し
て

い
ま
す
。
構

図
の
お
も
し

ろ
さ
や
、
木

版
画
な
ら
で

は
の
シ
ャ
ー

プ
な
線
に
よ

る
雨
の
描
写

の
み
な
ら
ず
、

夕
立
に
降
ら

れ
橋
を
小
走

り
に
渡
る
人

び
と
の
様
子

に
惹
か
れ
た

の
で
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、

よ
く
見
る
と
、

広
重
の
絵
で

は
一
つ
の
傘

に
３
人
が
入

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ゴ
ッ
ホ
は
２

人
し
か
描
い
て
い
ま
せ
ん
。
あ
ま
り
に

細
か
い
の
で
、
少
し
ズ
ル
を
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ま
た
、
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
い
暮

ら
し
の
ひ
と
こ
ま
を
切
り
と
り
、
平
穏

な
日
常
を
描
い
た
絵
を
、
海
の
彼
方
に

あ
る
極
東
の
国
の
人
た
ち
が
愛
お
し
ん

だ
と
い
う
こ
と
も
西
洋
の
人
び
と
の
心

に
響
い
た
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
喜
多

川
歌
麿
の
「
母
子
図 

た
ら
い
遊
」
に
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
と
さ
れ
る
、

　　　　

　　

　　　　　　

　　　　　　 浮
世
絵
に
見
る 

人
び
と
と
水
の
景
色

歌川広重「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」1857年（安政4） 国立国会図書館蔵
ゴッホがこの絵を模写したのは広く知られている

歌川広重「東海道五拾三次之内 庄野 白雨」1832-33年（天保3-4）頃
千葉市美術館蔵
上の「大はしあたけの夕立」と比べると広重は雨を描きわけていることがわかる

【想う】

浮世絵に見る 人びとと水の景色
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母
親
が
子
ど
も
を
お
風
呂
に
入
れ
よ
う

と
し
て
い
る
「
湯
浴
み
」
と
い
う
作
品

を
、
印
象
派
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
メ

ア
リ
ー
・
カ
サ
ッ
ト
が
描
い
て
い
ま
す
。

驚
き
を
与
え
る
水
と

安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
水

―
―
浮
世
絵
の
な
か
で
川
、
海
、
雨
、

雪
、
霧
と
い
っ
た
水
の
景
色
は
、
ど
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

や
は
り
北
斎
と
広
重
が
わ
か
り
や
す

い
と
思
い
ま
す
。
人
を
驚
か
す
の
が
大

好
き
で
、
稀
代
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ナ
ー

だ
っ
た
北
斎
に
と
っ
て
、
水
は
格
好
の

モ
チ
ー
フ
で
し
た
。
躍
動
す
る
水
の
姿

を
、
あ
た
か
も
一
瞬
を
切
り
取
る
写
真

家
の
よ
う
に
と
ら
え
た
「
冨
嶽
三
十
六

景 

神
奈
川
沖お

き
な
み
う
ら

浪
裏
」。
北
斎
は
千
変
万

化
す
る
水
を
「
お
も
し
ろ
い
か
た
ち
」

と
し
て
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想

像
し
ま
す
。
も
し
も
北
斎
が
現
代
に
生

き
て
い
た
ら
、
筆
を
と
ら
な
い
で
写
真

を
撮
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
「
か
た
ち
」

を
写
し
と
り
た
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鑑

賞
者
に
驚
き
を
与
え
た
い
、
と
い
う
欲

望
が
北
斎
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
見
て
い
ま
す
。

北
斎
は
意
匠
家
、
今
で
い
う
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
才
も
あ
っ
て
、
櫛
や
キ
セ
ル
を

デ
ザ
イ
ン
し
た
『
今
様
櫛
き
ん
雛
形
』

と
い
う
デ
ザ
イ
ン
ブ
ッ
ク
を
手
が
け
て

い
ま
す
。
波
頭
や
さ
ざ
波
、
大
波
な
ど
、

び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
魅
力
的
な
水
の

「
か
た
ち
」
を
描
い
た
模
様
が
載
っ
て

い
る
の
で
す
。

対
し
て
広
重
が
生
み
出
す
作
品
は
、

驚
き
よ
り
も
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
て
く

れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
う
だ
っ
た
ら
い

い
な
、
と
誰
も
が
心
の
な
か
で
思
う
景

色
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。
例
え
ば

「
月
に
雁
」
に
は
「
こ

む
な
夜
か 

又
も
有

う
か 

月
に
雁
」
と

い
う
俳
句
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
ま

さ
に
「
で
き
す
ぎ
」

と
も
思
え
る
よ
う
な

情
景
を
さ
ら
り
と
描

く
の
が
得
意
で
す
。

そ
れ
こ
そ
、
暮
ら
し

の
な
か
に
あ
る
何
気

な
い
水
辺
の
表
現
な

ど
は
と
て
も
う
ま
い
。

暮
ら
し
を
支
え
る
水
や
、
人
と
と
も

に
あ
る
水
の
景
色
を
広
重
は
非
常
に
魅

力
的
に
描
い
て
い
ま
す
。「
名
所
江
戸

百
景
」
シ
リ
ー
ズ
計
１
１
９
図
の
う
ち
、

水
景
が
ど
れ
く
ら
い
描
か
れ
て
い
る
か

を
数
え
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
７
〜
８
割

に
も
の
ぼ
り
ま
し
た
。
こ
の
作
品
は
１

８
５
５
年
（
安
政
2
）
の
安
政
の
大
地
震

の
直
後
に
刊
行
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」1831-33年
（天保2-4）頃 千葉市美術館蔵
北斎は70代でこれを描いたが、40代半ばに描いた「賀奈
川沖本杢之図」に比べると波の表現が大きく進化している

1890年（明治23）に描かれた楊洲周延（ようしゅう
ちかのぶ）「幻燈写心竸 温泉」（左）と「幻燈写心
竸 海水浴」（右） 國學院大學博物館蔵
明治期には温泉地などを夢想した浮世絵も登場

葛飾北斎 画『今様櫛きん雛形』1841
年（天保12） 国立国会図書館蔵　
これは工芸細工の図案集で現代でいう
デザインブック

水の文化 73号　特集　芸術と水
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震
災
の
被
害
は
家
屋
の
倒
壊
に
加
え
、

火
事
で
も
多
く
の
人
が
亡
く
な
り
ま
し

た
。
実
は
広
重
の
生
家
は
、
江
戸
市
中

の
消
防
や
非
常
警
備
を
行
な
う
「
定じ
ょ
う
び火

消け
し

同
心
」
で
、
水
神
様
が
統
べ
る
「
寿

こ
と
ほ

ぎ
の
水
」
を
意
図
的
に
描
い
た
の
で
は

な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
逆
に
こ

の
作
品
に
は
、
暮
ら
し
の
な
か
に
あ
る

火
は
、
意
図
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
よ

う
に
も
見
え
ま
す
。

青
と
水
に
満
ち
た

江
戸
の
世
界

―
―
浮
世
絵
に
お
け
る
水
の
表
現
と
、

西
洋
絵
画
で
の
水
の
表
現
に
は
違
い
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

描
き
方
に
よ
っ
て
多
種
多
様
に
な
る

と
こ
ろ
が
水
の
お
も
し
ろ
さ
で
、
一
概

に
比
較
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
た
だ
、「
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
」
と

い
う
言
葉
が
い
つ
し
か
定
着
し
た
よ
う

に
、
日
本
の
陶
磁
器
や
浮
世
絵
に
印
象

的
に
用
い
ら
れ
た
青
色
は
、
世
界
的
に

評
価
の
高
い
要
素
の
一
つ
で
す
。
青
色

が
い
ち
ば
ん
き
れ
い
に
出
る
の
が
水
な

の
で
、
浮
世
絵
を
世
界
に
広
め
た
大
事

な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
に
水
が
あ
る
と
も

い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
水
が
あ
る

と
こ
ろ
に
文
明
・
文
化
が
育
ち
、
水
は

ど
こ
に
で
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、

人
類
共
通
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
受
け
止

め
ら
れ
や
す
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
後
期
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ベ

ロ
藍
」、
ベ
ル
リ
ン
で
開
発
さ
れ
た

「
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
」
と
呼
ば
れ
る

化
学
合
成
顔
料
が
輸
入
さ
れ
、
浮
世
絵

の
青
色
に
使
わ
れ
ま
す
。
異
国
的
な
興

趣
か
ら
日
本
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
色
彩

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
輸
出
さ
れ
る
と
今

度
は
「
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
」
と
い
う
日

本
的
な
色
彩
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と

を
思
う
と
、
文
化
の
交
流
は
本
当
に
お

も
し
ろ
い
で
す
ね
。

伝
統
的
な
日
本
の
色
彩
表
現
で
は
、

淡
い
青
色
を
水
甕
の
底
に
あ
る
水
に
た

と
え
て
「
甕か
め
の
ぞ
き覗

」
と
い
っ
た
り
、
ち
ょ

っ
と
緑
が
か
っ
た
爽
や
か
な
「
浅あ
さ

葱ぎ

色い
ろ

」

な
ど
、
青
色
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ラ
デ

ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
澄
ん
だ
水
の
色
、

曇
天
の
空
の
色
な
ど
、
人
の
気
持
ち
を

反
映
し
て
く
れ
る
色
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
江
戸
の
暮
ら
し
の
な
か
に

は
、
蓼た
で
あ
い藍

で
染
め
た
綿
の
浴
衣
を
は
じ

め
、
衣
装
で
も
食
器

で
も
青
の
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
ふ
れ
て

い
た
と
思
う
の
で
す
。

浮
世
絵
の
な
か
に
も

青
い
も
の
が
た
く
さ

ん
出
て
き
ま
す
。
青

に
満
ち
た
江
戸
の
世

界
を
浮
世
絵
は
う
ま

く
表
現
し
て
い
て
、

そ
の
代
表
的
な
要
素

の
一
つ
が
水
で
す
。

北
斎
も
広
重
も
描

い
て
い
た
よ
う
に
、

水
運
都
市
・
江
戸
か

ら
水
辺
は
切
り
離
せ

ま
せ
ん
。
玉
川
上
水
、

神
田
上
水
と
い
う
水

道
が
江
戸
市
中
に
飲

み
水
を
送
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
水
道
の
水
を
産
湯
と
す
る
こ

と
も
、
誇
り
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
ま
す
。
水
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
ま
さ

に
、
江
戸
っ
子
の
誇
り
や
美
意
識
を
表

す
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

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

広重は『名所江戸百景』において数多くの水景を描いている
(右）歌川広重「名所江戸百景 亀戸天神境内」1856年（安政3）国立国会図書館蔵
(左）歌川広重「名所江戸百景 堀切の花菖蒲」1857年（安政4）国立国会図書館蔵

渓斎英泉（けいさいえいせん）「仮
宅の遊女」1835年（天保6）千葉
市美術館蔵　濃度の異なる藍色
を重ねて刷る「藍絵（あいえ）」だ【想う】

浮世絵に見る 人びとと水の景色



芭
蕉
や
子
規
に
よ
っ
て

一
変
し
た
価
値
観

　

俳
句
の
源
は
鎌
倉
時
代
に
流
行
し
た

「
連れ
ん

歌が

」
で
す
。
連
歌
は
五
七
五
七
七

の
リ
ズ
ム
で
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
貴
族

た
ち
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
の
遊
び
か
ら

生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
Ａ
さ

ん
が
五
七
五
を
詠
ん
だ
ら
Ｂ
さ
ん
が
七

七
を
詠
む
と
い
う
漫
才
の
掛
け
合
い
の

よ
う
に
、
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
楽
し
ん

で
い
た
。
そ
れ
が
Ａ
さ
ん
、
Ｂ
さ
ん
の

後
に
Ｃ
さ
ん
が
五
七
五
を
詠
ん
で
、
Ｄ

さ
ん
が
七
七
で
こ
た
え
る
…
…
そ
の
繰

り
返
し
が
連
歌
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
室
町
時
代
に
は
連
歌
も
貴

族
が
公
の
場
で
詠
む
べ
き
詩し
い
か歌

と
位
置

づ
け
ら
れ
、
戦
国
武
将
も
連
歌
を
詠
む

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
う
ち
「
こ
う
あ
る

べ
き
」
と
硬
直
化
し
て
し
ま
っ
た
た
め

連
歌
は
魅
力
を
失
っ
て
い
き
ま
す
。
江

戸
時
代
に
連
歌
は
定
着
し
た
も
の
の
、

独
創
的
な
作
品
は
生
ま
れ
に
く
い
状
況

で
し
た
。
代
わ
っ
て
台
頭
し
た
の
が
、

「
俳は
い

諧か
い

」
で
す
。
連
歌
が
身
分
の
高
い

人
の
た
し
な
み
と
な
る
一
方
、
庶
民
は

笑
い
や
下
ネ
タ
な
ど
俗
な
事
柄
を
詠
っ

て
楽
し
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を

連
歌
と
区
別
す
る
た
め
に
俳
諧
連
歌
と

呼
ん
で
い
た
の
が
、
略
し
て
俳
諧
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

俳
諧
を
楽
し
ん
で
い
た
層
か
ら
登
場

し
た
の
が
松
尾
芭
蕉
で
す
。
芭
蕉
は
見

事
な
俳
諧
作
品
を
数
多
く
生
み
出
す
と

同
時
に
、「
五
月
雨
を
集
め
て
早
し
最

上
川
」
な
ど
五
七
五
で
完
結
す
る

「
発ほ
っ
く句

」
を
個
人
制
作
と
し
て
詠
ん
で

い
ま
す
。
芭
蕉
以
降
の
俳
諧
は
和
歌
や

連
歌
を
超
え
て
江
戸
期
の
庶
民
が
親
し

む
詩
歌
と
な
り
、「
俳
聖
」
と
呼
ば
れ
た

芭
蕉
を
尊
敬
す
る
歌
人
と
し
て
与
謝
蕪

村
や
小
林
一
茶
な
ど
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

実
は
、
俳
諧
も
連
歌
と
同
じ
よ
う
に

型
に
は
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。
芭
蕉
を

尊
ぶ
あ
ま
り
に
斬
新
な
作
品
が
生
ま
れ

に
く
く
、
個
人
の
発
句
よ
り
も
集
団
で

制
作
す
る
俳
諧
の
方
が
重
ん
じ
ら
れ
て

い
た
。
明
治
時
代
に
な
り
正
岡
子
規
が

彗
星
の
よ
う
に
現
れ
、「
個
人
が
詠
む
五

七
五
で
完
結
す
る
発
句
こ
そ
文
学
で
あ

る
」と
主
張
し
、発
句
を
「
俳
句
」
と
称

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

子
規
が
登
場
す
る
こ
と
で
今
で
い
う

俳
句
、
五
七
五
の
十
七
音
で
完
結
す
る

詩
歌
が
成
立
し
ま
す
。
子
規
は
、
明
治

期
に
渡
来
し
た
西
洋
流
の
芸
術
観
で
俳

諧
を
と
ら
え
直
し
、「
私
」
と
い
う
個
人

の
実
感
を
詠
う
俳
句
こ
そ
文
学
と
考
え

た
の
で
す
。

俳
句
を
詠
む
と
高
ま
る

暮
ら
し
の「
解
像
度
」

　

俳
句
の
魅
力
を
ひ
と
言
で
表
す
な
ら

ば
「
短
い
こ
と
」。
俳
句
は
、
五
七
五

の
十
七
音
に
、
春
夏
秋
冬
を
感
じ
さ
せ

る
季
語
を
入
れ
る
と
体
裁
は
整
う
。
季

節
感
と
自
分
の
周
り
の
出
来
事
を
詠
む

と
作
品
に
な
る
の
で
、
他
の
芸
術
と
比

べ
て
達
成
感
が
早
く
得
ら
れ
ま
す
。

「
五
七
五
」
と
い
う
十
七
音
だ
け
で
個
人

が
さ
さ
や
か
な
情
感
を
詠よ

む
俳
句
。
日

本
独
特
の
短
詩
だ
が
、
身
近
な
よ
う
で

実
は
知
ら
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
は
な

い
か
。学
生
た
ち
に
ア
ニ
メ
や
ポ
ッ
プ
ス

を
用
い
て
「
俳
句
学
」
を
講
義
す
る
新

鋭
の
俳
句
研
究
者
、
青
木
亮ま
こ
と人

さ
ん
に
、

俳
句
の
歴
史
や
そ
の
魅
力
、
水
と
の
関

係
性
な
ど
を
聞
い
た
。

俳
句
と
水
と
我
が
暮
ら
し

気
づ
き
を
重
ね
、
丁
寧
に
生
き
る

水
澄
む
や 

と
ん
ぼ
う
の
影 

ゆ
く
ば
か
り

【詠む】
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た
だ
し
、
い
ざ
詠
も
う
と
す
る
と
使

え
る
文
字
数
が
少
な
す
ぎ
て
、
思
っ
た

こ
と
が
う
ま
く
表
現
で
き
な
い
。
そ
う

い
う
難
し
さ
も
抱
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
俳
句
に
は
季
語
の
な
い
無む

季き

俳
句
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
季
語

を
入
れ
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
の

で
、「
自
分
に
と
っ
て
春
と
は
ど
う
い
う

季
節
な
の
か
」
と
季
節
感
を
あ
ら
た
め

て
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

　

春
の
代
表
的
な
花
は
桜
で
す
が
、「
梅

の
後
は
桜
」
で
は
な
く
、
梅
の
後
に
は

桃
が
あ
り
、
さ
ら
に
雪
柳
、
連れ
ん
ぎ
ょ
う翹、

木も
く

蓮れ
ん

な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
少
し
ず
つ

重
な
り
な
が
ら
咲
く
。
雨
も
同
様
で
、

春
雨
が
あ
り
、
夏
に
突
然
降
る
の
は
夕

立
で
、
秋
の
霧
雨
や
冬
の
時し
ぐ
れ雨

も
あ
る

わ
け
で
す
。
季
節
の
移
ろ
い
も
夏
か
ら

急
に
秋
に
な
る
の
で
は
な
く
、
夏
の
残

暑
を
感
じ
さ
せ
る
秋
が
あ
れ
ば
、
冬
が

間
近
に
迫
っ
た
秋
も
あ
り
ま
す
。

　

い
ざ
季
語
を
使
お
う
と
す
る
と
、
草

花
や
食
べ
も
の
や
行
事
と
い
っ
た
ふ
だ

ん
は
見
過
ご
し
て
い
た
こ
と
へ
の
認
識

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

季
節
に
限
ら
ず
、
い
つ
も
歩
い
て
い
る

道
、
庭
に
咲
い
て
い
る
花
、
空
を
飛
ぶ

鳥
、
あ
る
い
は
よ
く
す
れ
違
う
近
所
の

人
、
職
場
の
仲
間
た
ち
な
ど
自
分
の
生

活
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
こ
と
に
対
す

る
認
識
が
こ
ま
や
か
に
な
る
、
つ
ま
り

暮
ら
し
に
か
か
わ
る
「
解
像
度
」
が
高

ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
俳

句
を
通
じ
て
認
識
が
豊
か
に
な
り
、
感

覚
も
磨
か
れ
て
い
く
。
そ
れ
も
ま
た
俳

句
の
大
き
な
魅
力
で
す
。

ふ
と
立
ち
止
ま
っ
て

自
分
を
知
る
き
っ
か
け
に

「
水
」
は
日
本
人
の
生
活
す
べ
て
に
か

か
わ
る
も
の
で
す
の
で
、
俳
句
で
も
広

く
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
大
き
く
分
け
る

と
二
つ
あ
っ
て
、一
つ
が
「
季
節
感
を
伴

っ
て
詠
ま
れ
る
水
」。
春
の
水
、
秋
の

水
と
い
う
よ
う
に
四
季
の
移
ろ
い
と
し

て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
「
生
活
に
か
か
わ
る

水
」。
水
を
使
う
こ
と
が
多
い
料
理
や

間
接
的
に
水
が
か
か
わ
る
田
ん
ぼ
な
ど

も
詠
ま
れ
ま
す
。
日
本
は
川
が
多
く
海

に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
し
、
北
国
な
ら
雪

も
水
に
か
か
わ
り
ま
す
。
雪ゆ
き

解ど
け

は
春
の

季
語
で
、
雪
解
け
水
が
集
ま
っ
て
流
れ

る
様
を
雪ゆ
き

解げ

川が
わ

と
表
現
し
た
り
し
ま
す
。

　

四
季
で
も
っ
と
も
水
を
欲
す
る
季
節

は
夏
な
の
で
、
夏
の
季
語
に
は
水
に
ま

つ
わ
る
も
の
が
多
い
で
す
。
こ
こ
で
水

に
ち
な
ん
だ
句
を
二
つ
紹
介
し
ま
す
。

水
澄す

む
や
と
ん
ぼ
う
の
影
ゆ
く
ば
か
り

星
野
立た
つ

子こ　

「
水
澄
む
」は
秋
の
季
語
で
す
。
夏
は
水

が
濁
り
が
ち
で
す
が
、
気
温
が
下
が
る

と
水
も
澄
む
。
そ
こ
に
秋
の
気
配
を
感

じ
る
ん
で
す
ね
。
澄
ん
だ
水
の
上
を
飛

ぶ
複
数
の
ト
ン
ボ
を
じ
っ
と
見
て
い
る
。

そ
う
い
う
情
景
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。

水
筒
に
清し

水み
ず

し
づ
か
に
入い

り
の
ぼ
る

篠
原 

梵ぼ
ん　

　

水
筒
に
湧
水
を
汲
ん
で
い
て
、
水
が

増
え
て
く
る
様
子
を
入
り
の
ぼ
る
と
表

現
し
て
い
る
。
夏
の
水
の
冷
た
さ
、
き

ら
き
ら
と
し
た
夏
の
光
の
眩
し
さ
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。
作
者
の
子
ど
も
の
よ
う

な
眼
差
し
も
窺
え
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
句
も
劇
的
な
瞬
間
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
ほ
ん
と
う
に
何
気
な

い
瞬
間
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
俳
句
と
は
、

人
生
の
意
義
を
鮮
や
か
に
照
ら
す
と
い

う
よ
り
も
、
ご
く
平
凡
な
風
景
の
な
か

に
佇
む
自
分
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
る

も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

俳
句
を
通
じ
て
関
心
を
抱
く
の
は
川

な
の
か
空
な
の
か
木
々
な
の
か
と
い
っ

た
、
い
つ
も
は
意
識
し
な
い
自
身
の
感

性
に
気
づ
く
瞬
間
が
あ
る
は
ず
で
す
。

そ
の
気
づ
き
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、

何
に
対
し
て
も
丁
寧
に
、
見
て
接
し
て

感
じ
て
言
葉
を
遣
い
、
日
々
生
き
る
よ

う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

俳
句
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。

（
２
０
２
３
年
１
月
21
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

水
筒
に 

清
水
し
づ
か
に 

入
り
の
ぼ
る

【詠む】

11 気づきを重ね、丁寧に生きる―俳句と水と我が暮らし
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西
に
広
が
っ
た
東
京
か
ら

水
景
は
遠
ざ
か
り

私
の
生
家
は
味
噌
屋
で
、
上
野
と
浅

草
の
ち
ょ
う
ど
中
間
く
ら
い
の
位
置
に

あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
下
町
育
ち
で

す
。
馴
染
み
の
あ
る
川
は
、
江
戸
時
代

に
大
川
と
呼
ば
れ
て
い
た
隅
田
川
で
す
。

東
京
の
地
誌
で
い
え
ば
、
ま
ず
隅
田

川
が
あ
り
、
東
へ
行
く
と
荒
川
、
さ
ら

に
千
葉
と
の
境
に
は
江
戸
川
が
流
れ
て

い
て
、
西
へ
行
け
ば
多
摩
川
が
あ
る
。

子
ど
も
の
こ
ろ
は
上
野
と
浅
草
が
身
近

な
繁
華
街
で
、
新
宿
や
渋
谷
は
よ
ほ
ど

の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
行
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

と
こ
ろ
が
、
高
度
経
済
成
長
期
に
入

り
首
都
高
速
道
路
が
建
設
さ
れ
、
ど
ん

ど
ん
風
景
が
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
と

同
時
に
東
京
の
中
心
、
重
心
が
、
西
へ

西
へ
と
移
っ
て
い
き
ま
す
。
私
の
住
ま

い
も
文
京
区
、
新
宿
区
、
世
田
谷
区
と

西
へ
向
か
い
、
今
は
武
蔵
野
市
。
徐
々

に
徐
々
に
隅
田
川
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。

あ
の
川
の
風
景
か
ら
ず
い
ぶ
ん
遠
ざ
か

っ
た
な
、
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
川
へ
の
思
い
、
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
の
よ
う
な
も
の
は
、
私
が
書
い
た

詩
や
小
説
に
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
反
映

さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
芥
川
賞
を

受
賞
し
た
『
花
腐く
た

し
』
に
「
新
宿
や
渋

谷
の
繁
華
街
を
歩
い
て
い
て
そ
の
ま
ま

ふ
と
足
を
伸
ば
す
と
滔
々
と
流
れ
る
水

べ
り
に
出
る
と
い
っ
た
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
何
と
さ
み
し
い
こ
と
だ
ろ
う
」

と
書
い
て
い
ま
す
。

か
つ
て
江
戸
市
中
に
飲
料
水
を
供
給

し
て
い
た
玉
川
上
水
、
神
田
上
水
も
暗あ
ん

渠き
ょ

化
が
進
み
ま
し
た
。
ク
マ
ネ
ズ
ミ
の

親
子
が
工
事
に
よ
っ
て
川
べ
り
の
棲
み

処
を
追
わ
れ
て
旅
に
出
る
冒
険
譚
『
川

の
光
』
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
川
に
蓋

を
し
て
遊
歩
道
に
す
る
工
事
が
進
ん
だ

結
果
、
空
が
開
け
た
川
の
風
景
、
水
景

が
抑
圧
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

世
界
に
目
を
転
じ
る
と
大
き
な
都
市

の
真
ん
中
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
一
時
期
住
ん

で
い
た
パ
リ
に
は
セ
ー
ヌ
川
が
あ
り
ま

す
し
、
ロ
ン
ド
ン
な
ら
ば
テ
ム
ズ
川
が

あ
る
。
舟
運
な
ど
実
用
に
も
供
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
が
、
都
市
と
い
う
の
は

多
か
れ
少
な
か
れ
自
然
か
ら
切
り
離
さ

れ
て
い
る
の
で
、
住
ん
で
い
る
と
気
持

ち
が
す
さ
み
が
ち
に
な
る
ん
で
す
ね
。

そ
ん
な
人
び
と
の
心
を
癒
す
の
が
流
れ

る
水
で
す
。
そ
れ
は
詩
人
や
作
家
の
感

性
を
刺
激
し
、
作
品
を
生
み
出
す
原
動

力
と
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
東
京
は
、
近
代
化
に
伴
っ
て

重
心
が
西
に
ず
れ
た
こ
と
で
隅
田
川
が

中
心
軸
で
は
な
く
な
り
、
暗
渠
化
も
相

ま
っ
て
水
景
が
失
わ
れ
ま
す
。
隅
田
川

に
関
し
て
は
、
岡
本
か
の
子
が
『
河か
わ
あ
か明

り
』
や
『
生
々
流
転
』
を
、
芝
木
好
子

が
『
隅
田
川
暮
色
』
と
い
う
い
ず
れ
も

素
晴
ら
し
い
小
説
を
残
し
て
い
ま
す
。

東
京
は
い
わ
ば
川
を
見
捨
て
て
発
展

す
る
道
を
選
ん
だ
都
市
だ
―
―
私
は
と

き
ど
き
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
ま
す
。

明
る
い
水
の
対
極
に
あ
る

流
れ
な
い
水
、澱
む
水

今
回
の
主
題
で
あ
る
表
現
者
と
し
て

の
「
川
」
や
「
水
」
に
つ
い
て
真
っ
先
に

思
い
浮
か
ん
だ
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学

者
、
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
で
す
。

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
も
と
も
と
科
学
の

認
識
論
を
研
究
し
て
い
た
の
で
す
が
、

晩
年
に
な
っ
て
不
意
に
科
学
的
概
念
か

ら
哲
学
の
概
念
を
組
み
立
て
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
の
過
程
で
詩
的
な
、
瞑

想
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
を
連
作
と
し
て

書
き
は
じ
め
、『
大
地
と
意
志
の
夢
想
』

『
水
と
夢
』『
火
の
詩
学
』『
空
と
夢
』
な

ど
を
著
し
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
物
質
的

な
ぜ
「
川
」
や
「
水
」
は
詩
人
や
作
家
の
感
性
を
刺
激
し
、
文
学
の

表
現
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

詩
人
で
あ
り
フ
ラ
ン
ス

文
学
の
研
究
者
で
あ
り
、
ま
た
移
住
の
旅
に
出
た
ネ
ズ
ミ
一
家
の
冒

険
譚た

ん

『
川
の
光
』
な
ど
を
著
す
小
説
家
で
も
あ
る
松
浦
寿
輝
さ
ん
に
、

表
現
者
と
し
て
の
「
川
」
や
「
水
」
の
存
在
に
つ
い
て
聞
い
た
。

流
れ
ゆ
く
川
に
見
る

素
晴
ら
し
き
人
生

Hisaki Matsuura
1954年東京都生まれ。詩集

『冬の本』で1988年に高見
順賞、1995年評論『エッフェ
ル塔試論』で吉田秀和賞、
2000年小説『花腐し』で芥
川賞、2005年『半島』で読
売文学賞を受賞。2007年、
川辺の棲み処を追われたネズ
ミ一家が新天地を求めて旅
に出る『川の光』を上梓。

インタビュー

松浦 寿輝さん

詩人、小説家、批評家
東京大学名誉教授

【綴る】

水の文化 73号　特集　芸術と水
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存
在
を
構
成
す
る
四
種
の
元
素
を
「
地ち

水す
い

火か

風ふ
う

」
あ
る
い
は
「
四し

大だ
い

」
と
呼
び

ま
す
が
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
ま
さ
に
こ

の
「
地
水
火
風
」
を
取
り
上
げ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

『
水
と
夢
』
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
水
の

イ
メ
ー
ジ
と
文
学
者
の
想
像
力
を
ど
う

切
り
結
ぶ
か
を
探
究
し
て
お
り
、
そ
の

な
か
で
ア
メ
リ
カ
の
文
学
者
、
エ
ド
ガ

ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
も
取
り
上
げ
て
い

ま
す
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
ポ
ー
の
想

像
力
に
お
い
て
、
水
は
常
に
暗
い
水
、

黒
い
水
と
し
て
表
れ
る
と
分
析
し
ま
す
。

一
部
を
抜
粋
す
る
と
「
そ
う
す
る
と
、

原
初
的
に
明
る
い
ど
ん
な
水
も
、
エ
ド

ガ
ー
・
ポ
ー
に
と
っ
て
は
、
暗
く
な
る

べ
き
水
で
あ
り
、
黒
い
苦
悩
を
吸
収
す

べ
き
水
な
の
で
あ
る
。
生
き
生
き
と
し

た
ど
ん
な
水
も
緩
慢
に
な
り
、
重
苦
し

い
運
命
の
水
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
記

し
て
い
る
。

水
が
さ
ら
さ
ら
流
れ
る
明
る
い
川
だ

け
で
な
く
、
そ
の
対
極
と
も
い
え
る

「
流
れ
な
い
水
」「
澱よ
ど

む
水
」
も
文
学
表

現
の
範は
ん
ち
ゅ
う疇に

入
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

古
い
水
を
押
し
流
す

新
し
い
水
と
時
間

「
地
水
火
風
」
の
う
ち
文
学
者
と
し
て

の
私
は
「
水
」
に
親
し
ん
で
き
ま
し
た
。

『
川
の
光
』
を
書
い
た
の
は
、
玉
川
上

水
の
縁
に
住
ん
で
い
た
と
き
に
川
べ
り

の
道
を
散
歩
し
て
い
て
「
こ
の
あ
た
り

の
小
動
物
は
ど
う
い
う
生
き
方
を
し
て

い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
日
々
考
え
る
こ
と

が
多
く
、
そ
こ
か
ら
ク
マ
ネ
ズ
ミ
親
子

の
物
語
を
構
想
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
自
分
の
感
受
性
の
成
長
過

程
を
振
り
返
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
、

ケ
ネ
ス
・
グ
レ
ー
ア
ム
の
『
た
の
し
い

川
べ
』
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
と
思
い

ま
す
。
こ
の
小
説
は
動
物
た
ち
が
人
間

の
よ
う
に
言
葉
を
発
し
て
冒
険
す
る
児

童
文
学
で
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
愛
読

し
て
い
ま
し
た
。
今
の
子
ど
も
た
ち
に

も
読
み
継
が
れ
て
ほ
し
い
傑
作
で
す
。

人
間
の
体
の
大
部
分
は
水
で
で
き
て

い
る
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、

私
た
ち
や
ネ
ズ
ミ
な
ど
す
べ
て
の
哺
乳

類
は
水
を
自
分
の
体
に
蓄
え
、
そ
れ
を

ぴ
っ
ち
り
と
皮
膚
で
覆
っ
て
新
陳
代
謝

し
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
う
い
う
印
象
が

あ
る
の
で
、
人
間
の
生
き
死
に
を
考
え

る
と
、
私
の
な
か
で
は
水
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
く
せ
り
出
し
て
く
る
の
で
す
。

特
に
川
は
、
新
し
い
水
が
ど
ん
ど
ん

流
れ
込
ん
で
古
い
水
を
押
し
流
し
て
い

く
も
の
で
す
。
そ
れ
は
時
間
も
同
じ
で
、

私
た
ち
は
「
時
間
が
流
れ
る
」
と
い
う
言

い
方
を
し
ま
す
。
流
れ
る
時
の
な
か
で

生
き
て
い
る
と
、
世
界
も
自
分
も
自
身

の
周
り
の
環
境
も
移
ろ
い
、
す
べ
て
が

変
わ
っ
て
い
く
。
川
の
流
れ
も
生
き
て

い
る
体
験
そ
の
も
の
の
比
喩
の
よ
う
な

部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

世
界
が
新
し
く
な
っ
て
い
く
素
晴
ら

し
さ
や
美
し
さ
を
、
は
っ
き
り
と
目
に

見
え
る
形
で
体
験
さ
せ
て
く
れ
る
の
が

川
で
す
。
だ
か
ら
川
の
ほ
と
り
に
立
つ

と
、
心
地
よ
さ
や
快
感
の
よ
う
な
も
の

を
誰
し
も
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

（
２
０
２
２
年
12
月
13
日
／

リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

【綴る】

流れゆく川に見る素晴らしき人生

ケネス・グレーアム著・石井桃子
訳『たのしい川べ』（岩波少年文
庫）　ネズミやモグラ、ヒキガエル
など小動物が繰り広げるさまざま
な事件を詩情豊かに描く。グレー
アムが幼い息子のために書いた
と伝わる。原題は“The Wind in 
the Willows”（1908年）

ガストン・バシュラール著・及川馥
訳『水と夢―物質的想像力試
論』（法政大学出版局）　「私の
楽しみは小川の流れに沿って行
くことである」と記すバシュラール
が、水という物質に対して人びと
が抱く想像力について多様な詩
や戯曲、神話から読み解く

松浦寿輝著『川の光』（中公文
庫）　川のほとりで暮らしていた
クマネズミ一家（タータ、チッチ
兄弟とお父さん）は、ある日突然
始まった河川改修（暗渠化）工
事のため巣穴を追われ、イヌやネ
コ、スズメ、モグラなどに助けられ
ながら上流へ遡っていく冒険譚

流れゆく川に見る素晴らしき人生



描
く
こ
と
を
通
じ
て
、
動
物
、
植
物
、
森
、
海
、
細
胞
、
鉱
物
な
ど
異
な
る
も
の
た
ち
を
つ
な
ぎ
、
生

と
死
の
在
り
様
を
探
り
、
そ
の
作
品
は
思
考
や
視
野
を
ず
ら
す
も
の
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
制
作
に
取
り

組
む
現
代
美
術
家
の
大
小
島
真
木
さ
ん
。
千
葉
市
美
術
館
で
行
な
わ
れ
た
大
小
島
さ
ん
の
公
開
制
作

を
伴
う
プ
ロ
ジェク
ト
「
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
」
を
訪
ね
、
輪
廻
転
生
や
水
と
の
関
係
性
な
ど
を
聞
い
た
。

海
で
感
じ
た「
命
の
循
環
」

水
は
巡
り
、生
も
巡
る

『アトムと光』（「鯨の目」シリーズより）　Photo by Serge Koutchinsky

【描く】

14水の文化 73号　特集　芸術と水
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『46 億年の記憶』太田市美術館・図書館　Photo by Serge Koutchinsky

美郷町立美郷中学校常設展示《水の歌》より部分　Photo by Yu Kusanagi

Photo by Kenji Chiga

『うたう命、うねる心』スパイラルガーデン　Photo by Norihito Iki

鯨の目
2017-2019, Series

水の歌
2016, Mural

土のアゴラ
2020, Series鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして

2015, Exhibition

『森に食べられる』

大小島真木さんが目撃した鯨の亡骸

16水の文化 73号　特集　芸術と水



水
は
大
地
と

つ
な
が
っ
て
い
る

　

秋
田
県
美み

さ
と
ち
ょ
う

郷
町
の
中
学
校
に
、『
水
の

歌
』
と
題
し
た
壁
画
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

現
代
美
術
家
・
大お
お

小こ

島じ
ま

真ま

木き

さ
ん
の
作

品
だ
。
２
０
１
６
年
（
平
成
28
）、
美
郷

町
で
の
壁
画
制
作
の
依
頼
を
受
け
た
大

小
島
さ
ん
が
、
同
町
が
擁
す
る
六ろ
く

郷ご
う

湧

水
群
の
清
水
の
お
い
し
さ
、
そ
し
て
湧

水
を
大
切
に
生
活
に
取
り
入
れ
て
い
る

人
々
の
暮
ら
し
に
心
を
動
か
さ
れ
、

「
水
」
を
作
品
の
題
材
に
選
ん
だ
。『
水

の
歌
』
に
は
、
植
物
や
鳥
、
動
物
た
ち
、

あ
ら
ゆ
る
生
命
や
死
を
包
み
込
む
豊
か

な
水
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

実
は
大
小
島
さ
ん
に
と
っ
て
、
湧
水

は
と
て
も
な
じ
み
深
い
存
在
だ
っ
た
。

「
私
が
生
ま
れ
育
っ
た
東
久
留
米
市
は

東
京
の
外
れ
で
す
が
、
武
蔵
野
台
地
か

ら
の
湧
き
水
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
ま
す
。

家
族
で
よ
く
神
社
へ
湧
水
を
汲
み
に
行

っ
た
こ
と
は
、
今
も
大
切
な
思
い
出
で

あ
り
、
私
の
水
の
原
体
験
で
す
」
と
大

小
島
さ
ん
は
言
う
。
水
は
自
然
と
切
り

離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
大
地
か
ら

に
じ
み
出
て
、
川
か
ら
海
へ
と
流
れ
、

や
が
て
森
へ
戻
る
も
の
。
そ
ん
な
大
き

な
循
環
を
昔
か
ら
肌
で
感
じ
て
い
た
。

「
水
っ
て
何
だ
ろ
う
。
流
れ
る
水
は
何

を
運
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は

ど
ん
な
生
き
も
の
が
い
る
ん
だ
ろ
う
。

私
た
ち
も
皮
膚
一
枚
で
包
ま
れ
た
水
な

の
か
も
し
れ
な
い
…
…
。
頭
の
な
か
に

浮
か
ぶ
、
そ
ん
な
ぼ
ん
や
り
と
し
た
問

い
を
何
度
も
描
き
、
ま
た
形
に
す
る
こ

と
で
、
少
し
ず
つ
答
え
に
近
づ
き
、
そ

こ
か
ら
ま
た
新
し
い
問
い
へ
と
つ
な
が

っ
て
い
く
。
私
に
と
っ
て
ア
ー
ト
と
は
、

考
え
つ
づ
け
る
ま
な
ざ
し
を
も
つ
こ
と

な
ん
で
す
」

　

大
小
島
さ
ん
は
美
大
生
の
時
、
屋
久

島
に
一
人
旅
を
し
て
、
森
で
迷
子
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
も
し
今
こ
こ
で

死
ん
だ
ら
、
自
分
の
身
体
は
鳥
や
虫
た

ち
に
食
わ
れ
、
や
が
て
土
に
帰
っ
て
い

く
の
だ
ろ
う
か
、
森
か
ら
出
た
水
が
雨

と
な
っ
て
森
に
帰
る
よ
う
に
、
森
の
も

の
を
食
べ
て
き
た
生
命
は
、
最
後
に
は

森
に
食
べ
ら
れ
る
の
か
―
―
。
そ
ん
な

感
覚
に
襲
わ
れ
て
以
来
、
森
と
生
命
の

循
環
は
大
小
島
さ
ん
に
と
っ
て
大
き
な

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
。

海
に
漂
う
鯨
が

教
え
て
く
れ
た
こ
と

　

２
０
１
７
年
（
平
成
29
）、
大
小
島
さ

ん
は
フ
ラ
ン
ス
の
海
洋
科
学
探
査
船
タ

ラ
号
の
太
平
洋
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
、
世

界
公
募
で
選
ば
れ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と

し
て
参
加
し
た
。

「
そ
れ
は
船
長
を
は
じ
め
、
乗
組
員
や

シ
ェ
フ
、
科
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
た

ち
と
同
じ
船
に
乗
り
、
寝
食
を
と
も
に

し
な
が
ら
語
り
合
い
、
海
の
上
で
ア
ー

ト
を
制
作
す
る
と
い
う
、
２
カ
月
に
わ

た
る
貴
重
な
体
験
で
し
た
」

　

日
中
は
船
上
で
作
品
を
つ
く
る
ほ
か
、

科
学
調
査
や
船
の
作
業
を
手
伝
い
、
夜

は
沖
合
に
停
泊
し
、
月
に
照
ら
さ
れ
た

海
面
を
眺
め
思
考
す
る
。
ク
ル
ー
や
科

学
者
た
ち
と
も
た
く
さ
ん
会
話
を
し
た
。

そ
の
な
か
で
、
地
球
上
の
酸
素
は
森
だ

け
が
つ
く
る
の
で
は
な
く
、
半
分
以
上

は
海
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
生
成
し
て
い

る
こ
と
も
初
め
て
知
っ
た
。

　

あ
る
日
、
運
命
的
な
出
来
事
が
あ
っ

た
。
大
小
島
さ
ん
の
目
の
前
に
、
大
き

な
鯨
が
姿
を
現
し
た
の
だ
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
生
き
て
い
な
い
、
亡
骸
の
鯨
だ

っ
た
。

「
皮
が
溶
け
落
ち
て
、
白
い
脂
肪
の
塊

と
な
っ
た
巨
大
な
鯨
の
身
体
が
、
た
ゆ

ん
た
ゆ
ん
と
波
に
合
わ
せ
て
揺
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
こ
に
た
く
さ
ん
の
鳥
や
魚

が
集
ま
っ
て
肉
を
つ
い
ば
み
、
鯨
の
輪

郭
は
ぼ
や
け
て
、
今
に
も
海
に
溶
け
込

ん
で
い
く
よ
う
に
思
え
ま
し
た
」

　

生
き
て
い
る
間
は
大
量
の
生
命
を
食

べ
て
い
た
で
あ
ろ
う
鯨
が
、
自
ら
の
生

命
を
終
え
た
と
き
、
今
度
は
た
く
さ
ん

の
生
き
物
に
食
べ
ら
れ
、
最
後
は
海
の

栄
養
と
な
っ
て
次
の
生
命
に
つ
な
が
っ

て
い
く
。
こ
の
地
球
の
長
い
歴
史
の
な

か
で
誰
の
目
に
触
れ
る
こ
と
も
な
く
、

ど
れ
だ
け
の
生
命
が
海
の
中
に
溶
け
、

ま
た
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

2022 年 10月13日から12月25日、千葉市美術館で開催された「つくりか
けラボ09 コレスポンダンス」にて 撮影協力：千葉市美術館

Maki Ohkojima
1987年東京都生まれ。2011年女子美術大学大学院美術専攻修士課程
修了。インド、ポーランド、中国、メキシコ、フランスなどで滞在制作。2014年に
VOCA奨励賞を受賞。2017年にはアニエスベーが支援するTara Ocean財
団率いる科学探査船タラ号太平洋プロジェクトに参加。異なるものたちの環
世界、その「あいだ」に立ち、絡まり合う生と死の諸相を描くことを追究している。

大小島真木さん
現代美術家

17 水は巡り、生も巡る 海で感じた「命の循環」



　

海
は
生
命
の
ス
ー
プ
の
よ
う
だ
―
―

そ
う
大
小
島
さ
ん
は
思
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
光
景
を
目
撃
し
た
者
の
責
任
と
し

て
、
鯨
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
た
く
さ

ん
の
人
に
伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

強
く
感
じ
た
。
そ
の
衝
動
が
、
代
表
作

の
一
つ
で
あ
る
「
鯨
の
目
」
シ
リ
ー
ズ

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

「
鯨
の
目
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
巨
大
な
鯨

を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
し
て
、
鯨
の
目
線
で

海
や
世
界
を
表
現
し
た
作
品
群
だ
。
そ

の
一
つ
、『
ア
ト
ム
と
光
』
で
は
、
鯨
の

胴
体
に
世
界
中
で
行
な
わ
れ
た
水
爆
実

験
の
き
の
こ
雲
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
タ
ラ
号
で
誰
か
が
言
っ
た
、「
こ
の

大
地
は
祖
先
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
で

は
な
く
、
孫
た
ち
か
ら
借
り
て
い
る
場

所
」
と
い
う
言
葉
か
ら
着
想
を
得
た
も

の
だ
っ
た
。
こ
の
場
所
で
し
か
生
き
て

い
け
な
い
人
間
と
い
う
弱
い
存
在
が
、

自
分
た
ち
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
力
を

手
に
し
て
、
未
来
か
ら
借
り
て
き
た
大

地
に
何
を
し
よ
う
と
い
う
の
か
―
―
そ

う
鯨
が
私
た
ち
に
問
い
か
け
て
い
る
よ

う
だ
。母

親
の
胎
内
は

太
古
の
海
と
同
じ

　

取
材
で
訪
れ
た
千
葉
市
美
術
館
会
場

の
入
口
モ
ニ
タ
ー
に
は
、
前
述
し
た
海

に
浮
か
ぶ
鯨
の
亡
骸
が
映
し
出
さ
れ
て

い
た
。
長
年
自
身
が
描
い
て
き
た
森
の

世
界
と
鯨
の
い
る
海
の
世
界
、
こ
の
二

つ
が
交
差
す
る
こ
と
で
、
地
球
の
大
き

な
循
環
を
一
層
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
今
、
興
味
を
も

っ
て
い
る
の
が
胎
児
や
羊
水
だ
。

「
胎
児
は
、
胎
内
に
い
る
わ
ず
か
十と

月つ
き

十と
お
か日

の
間
に
２
億
年
分
の
進
化
を
た
ど

り
ま
す
。
小
さ
な
胚
が
魚
に
な
り
、
両

生
類
に
な
り
、
哺
乳
類
に
な
る
。
そ
れ

っ
て
す
ご
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
発
生
学

の
先
生
の
本
に
、
母
親
の
胎
内
を
満
た

す
羊
水
は
、
太
古
の
脊
椎
動
物
が
生
ま

れ
た
海
と
塩
分
濃
度
が
よ
く
似
て
い
る

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
お
母
さ
ん
の

お
な
か
の
中
は
、
生
命
の
ス
ー
プ
で
あ

る
海
そ
の
も
の
な
ん
で
す
」

　

展
示
を
見
渡
す
と
、
た
し
か
に
胎
児

を
思
わ
せ
る
作
品
が
点
在
し
て
い
る
。

『
領
域
』
と
い
う
陶
器
の
作
品
は
、
サ

ケ
が
ク
マ
を
食
ら
い
、
そ
の
背
で
赤
ん

坊
が
卵
を
産
ん
で
い
る
と
い
う
不
思
議

な
光
景
だ
。

「
こ
れ
は
メ
タ
フ
ァ
ー
（
隠
喩
）
で
は
な

く
、
見
た
ま
ま
の
意
味
で
す
。
ク
マ
は

サ
ケ
を
食
べ
ま
す
が
、
ク
マ
が
死
ぬ
と

土
に
な
り
、
そ
の
土
壌
が
川
を
肥
沃
に

し
て
、
そ
こ
へ
サ
ケ
が
帰
っ
て
く
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
生
命
の
輪
の

な
か
に
赤
ん
坊
も
い
て
、
そ
れ
が
サ
ケ

の
卵
を
産
み
落
と
し
て
、
ぐ
る
ぐ
る
と

巡
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
サ
ケ

と
ク
マ
と
赤
ん
坊
の
体
を
つ
な
い
で
い

る
の
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
な
く
て

も
や
っ
ぱ
り
水
な
ん
で
す
」

（
２
０
２
２
年
12
月
12
日
取
材
）

【描く】

1

2

4

3

1「つくりかけラボ09 大小島真木｜コレスポンダン
ス」で制作に取り組む大小島さん 2来場者が人間以
外の何者かになり代わって書き残す「Dear Human」
で始まる手紙。大小島さんはすべてに目を通し、呼応す
るように作品を変化させていく 3会場の様子。個々の
作品だけでなく、それを含めた場所全体を芸術的空間
として提示するインスタレーションとなっている 4クマ
がサケに食べられ、サケの背中に乗った赤ん坊が卵を
産む作品『領域』　撮影協力：千葉市美術館

胎児を思わせる大小島さんの陶器作品



今
、
数あ

ま
た多
の
写
真
家
が
そ
れ
ぞ
れ
関
心
の
あ
る
対
象
物
を
撮
影
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
で
発
表
し
て
い
る
。
水
に
か
か
わ
る
自
然
だ
け
で
も
、

山
や
森
、
川
、
湖
沼
、
海
、
雪
、
雲
な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
。
な
か
で
も
、

「
波
」
を
撮
り
つ
づ
け
て
い
る
僧
侶
が
佐
渡
に
い
る
と
聞
い
た
。
な
ぜ

「
波
」
な
の
か
。
強
い
興
味
を
抱
き
、
新
潟
港
か
ら
フ
ェ
リ
ー
に
乗
っ
た
。

波
「
波
」を
撮
り
つ
づ
け
て

一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い

梶井照陰『NAMI』　2004 年

【撮る】

19 一つとして同じものはない 「波」を撮りつづけて



佐
渡
に
移
り
住
ん
だ

僧
侶
・
写
真
家

　

佐
渡
の
玄
関
口
、
両
津
港
か
ら
約
30

㎞
北
上
し
、
最
北
端
の
鷲わ
し

崎ざ
き

集
落
へ
向

か
う
。
鷲
崎
の
冬
の
寒
さ
は
、
佐
渡
の

な
か
で
も
ひ
と
き
わ
厳
し
い
。「
寶
ほ
う
し
ゅ
う
ざ
ん

鷲
山 

観
音
寺
」
を
訪
ね
る
と
、
袈
裟
を
着
た

梶
井
照し
ょ
う
い
ん陰さ

ん
が
、
愛
犬
の
ハ
ナ
と
と

も
に
迎
え
て
く
れ
た
。
梶
井
さ
ん
は
こ

の
お
寺
の
僧
侶
で
あ
り
、
ま
た
写
真
家

で
も
あ
る
。
３
日
前
に
釣
り
上
げ
た
と

い
う
大
き
な
カ
ツ
オ
を
見
せ
て
く
れ
た
。

「
何
十
尾
も
釣
れ
た
の
で
、
近
所
の
人

に
も
お
配
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
切
り

身
に
し
て
焼
く
か
、
カ
ツ
オ
大
根
に
し

て
食
べ
よ
う
と
思
い
ま
す
」

　

そ
う
話
す
梶
井
さ
ん
は
、
祖
父
か
ら

受
け
継
い
だ
畑
で
野
菜
を
育
て
、
集
落

の
人
か
ら
借
り
た
田
ん
ぼ
で
米
を
つ
く

り
、
目
の
前
の
海
に
船
を
出
し
て
漁
も

す
る
半
農
半
漁
の
暮
ら
し
を
続
け
る
。

　

福
島
県
郡
山
市
で
生
ま
れ
、
幼
少
期

か
ら
新
潟
市
内
で
育
ち
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
や
お
盆
、
お
正
月
に
な
る
と
、

祖
父
母
の
寺
の
あ
る
佐
渡
に
両
親
と
訪

れ
、
お
寺
を
手
伝
っ
て
い
た
。
両
親
は

新
潟
市
内
で
の
仕
事
が
あ
っ
た
た
め
、

梶
井
さ
ん
が
大
学
を
卒
業
後
、
祖
父
母

の
寺
を
継
ご
う
と
２
０
０
０
年
（
平
成

12
）
に
佐
渡
へ
移
り
住
ん
だ
。
佐
渡
で

20水の文化 73号　特集　芸術と水



最
近
増
え
て
い
る
「
孫
タ
ー
ン
」（
注
）

の
先
駆
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

写
真
は
、
小
学
生
の
こ
ろ
熱
中
し
て

い
た
昆
虫
採
集
が
原
点
。
昆
虫
観
察
が

好
き
だ
っ
た
梶
井
さ
ん
は
、
蝶
々
な
ど

を
捕
ま
え
て
は
標
本
に
し
て
い
た
が
、

標
本
に
す
る
に
は
生
き
て
い
る
う
ち
に

殺
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
に
耐

え
ら
れ
ず
、
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
写
真

を
撮
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
写

真
は
独
学
で
撮
り
つ
づ
け
て
い
る
。

何
時
間
も
か
け
て

と
ら
え
る
一
瞬
の
波

　

佐
渡
の
海
や
波
を
撮
る
よ
う
に
な
っ

た
理
由
を
こ
う
語
る
。

「
佐
渡
に
渡
る
フ
ェ
リ
ー
は
、
海
が
荒

れ
る
と
か
つ
て
は
６
ｍ
も
の
高
さ
の
波

の
な
か
を
進
む
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
船
の
な
か
で
波
に
揺
ら

れ
て
い
る
と
、
自
分
と
波
が
一
体
に
な

っ
た
よ
う
な
感
覚
に
な
り
ま
す
。
俯
瞰

し
た
海
の
写
真
は
よ
く
あ
り
ま
す
が
、

そ
う
で
は
な
く
、
も
っ
と
低
い
視
点
か

ら
、
主
観
的
に
波
を
撮
り
た
い
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
子
ど
も
の
こ
ろ

か
ら
佐
渡
の
波
を
見
て
、
体
で
感
じ
た

結
果
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

佐
渡
に
移
り
住
ん
で
か
ら
４
年
間
撮

り
つ
づ
け
た
波
の
写
真
は
、『
Ｎ
Ａ
Ｍ

Ｉ
』
と
い
う
写
真
集
と
し
て
２
０
０
４

梶井照陰『NAMI』　2004 年

（注）孫ターン
祖父母が住む地方（いなか）への移住を指す。

「Uターン」や「Iターン」を転用した言葉。

21 一つとして同じものはない 「波」を撮りつづけて



年
（
平
成
16
）
に
リ
ト
ル
モ
ア
か
ら
発
売

さ
れ
た
。
１
位
に
な
れ
ば
写
真
集
を
出

版
で
き
る
と
い
う
雑
誌
主
催
の
フ
ォ
ト

コ
ン
テ
ス
ト
で
、
梶
井
さ
ん
の
作
品
が

グ
ラ
ン
プ
リ
に
選
ば
れ
た
た
め
だ
。

　

梶
井
さ
ん
が
と
ら
え
た
波
の
写
真
は
、

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
も
あ
り
、
繊
細
で
も

あ
る
。
特
に
、
低
い
位
置
か
ら
撮
影
し

た
写
真
は
、
波
が
ま
る
で
生
き
も
の
の

よ
う
に
迫
っ
て
く
る
。

「
波
を
撮
る
と
き
海
に
は
入
り
ま
せ
ん
。

波
が
く
る
ギ
リ
ギ
リ
の
位
置
で
這
い
つ

く
ば
っ
て
待
っ
て
撮
り
ま
す
。
た
だ
し

１
０
０
回
か
１
０
０
０
回
に
一
度
は
大

き
な
波
が
く
る
の
で
、
注
意
し
て
い
な

い
と
波
に
攫さ
ら

わ
れ
そ
う
に
な
り
ま
す
」

　

い
い
波
を
撮
る
た
め
に
、
同
じ
場
所

で
６
〜
７
時
間
カ
メ
ラ
を
構
え
て
待
ち

つ
づ
け
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
た
だ

し
、
い
い
波
が
撮
れ
な
く
て
も
一
喜
一

憂
す
る
こ
と
は
な
い
。

「
撮
影
は
漁
と
も
似
て
い
て
、
何
も
獲

れ
な
い
日
も
あ
れ
ば
大
漁
の
日
も
あ
り

ま
す
。
今
日
は
今
日
で
い
い
の
で
す
」

と
大
ら
か
だ
。

視
点
は
海
か
ら
遡
り

限
界
集
落
も
撮
影

　

波
を
撮
り
な
が
ら
、
関
心
は
川
へ
も

向
け
ら
れ
た
。

「
そ
の
昔
、
鷲
崎
集
落
は
原
野
で
し
た
。

先
人
が
川
の
水
を
引
い
て
田
を
つ
く
り
、

畑
を
開
き
ま
し
た
。
そ
の
川
の
水
は
栄

養
分
を
海
に
届
け
、
魚
や
海
藻
を
育
て

ま
す
。
海
の
次
に
、
生
き
も
の
に
と
っ

て
大
事
な
役
割
を
担
う
川
を
見
て
み
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

川
の
撮
影
は
、
南
米
の
イ
グ
ア
ス
の

滝
を
皮
切
り
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や

カ
ナ
ダ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
、

中
国
な
ど
世
界
各
国
に
及
び
、
国
内
で

も
撮
影
を
行
な
っ
た
。
こ
の
一
連
の
写

真
も
２
０
１
０
年
（
平
成
22
）
に
『
Ｋ
Ａ

Ｗ
Ａ
』
と
い
う
写
真
集
と
な
っ
た
。

　

海
と
川
の
ほ
か
に
、
２
０
０
７
年

（
平
成
19
）
か
ら
定
期
的
に
撮
影
し
て
い

る
対
象
に
、
限
界
集
落
が
あ
る
。
最
近

は
地
元
・
鷲
崎
の
若
い
人
や
戦
争
を
体

験
し
た
お
年
寄
り
を
取
材
し
て
撮
影
し
、

佐
渡
の
芸
術
祭
な
ど
で
発
表
し
て
い
る
。

　

意
外
な
こ
と
に
、
鷲
崎
が
限
界
集
落

で
あ
る
こ
と
を
あ
ま
り
悲
観
的
に
と
ら

え
て
い
な
い
。

「
鷲
崎
が
本
格
的
に
開
拓
さ
れ
る
前
は

７
軒
し
か
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た

1

2

4

3

5
1高台から見た鷲崎集落の港 2愛犬のハナと梶井照陰さん。ハナは船に乗って漁にも出る 3梶井さんが住職を務める

「寶鷲山 観音寺」 4海岸から見た佐渡の山。海沿いは雨でも山は雪。標高差がよくわかる 5両津から鷲崎集落へ向かう
海沿いはこうした断崖絶壁が続く
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昔
に
、
元
の
姿
に
戻
り
つ
つ
あ
る
と
考

え
れ
ば
そ
う
悪
く
な
い
気
も
し
ま
す
。

米
も
野
菜
も
と
れ
る
し
、
海
の
恵
み
も

あ
っ
て
自
給
自
足
で
き
ま
す
か
ら
」

〈
色
即
是
空
〉の
よ
う
な

水
と
い
う
存
在

　

波
や
川
を
撮
り
つ
づ
け
て
気
づ
い
た

こ
と
は
何
か
を
尋
ね
た
。

「
特
に
海
は
、
わ
ず
か
な
雲
行
き
で
数

分
前
と
は
様
子
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
る
の

で
怖
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
で
親
戚
の
家
が
流
さ
れ
、

震
災
直
後
に
物
資
を
抱
え
て
海
の
様
子

を
撮
影
し
な
が
ら
、
岩
手
県
の
宮
古
や

陸
前
高
田
を
回
り
ま
し
た
。
佐
渡
で
波

を
撮
っ
て
い
た
と
き
は
、
海
は
恵
み
を

与
え
て
く
れ
る
存
在
だ
と
感
じ
て
い
た

の
に
、
一
瞬
で
悪
魔
の
よ
う
な
存
在
に

も
な
り
得
る
と
改
め
て
知
り
、
そ
れ
以

来
少
し
見
方
が
変
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

海
も
川
も
表
面
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い

見
え
方
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
、
最
近
は

水
中
も
撮
影
し
て
い
ま
す
」

　

そ
う
話
す
梶
井
さ
ん
は
、「
水
は
塊
で

も
あ
る
が
つ
か
め
な
い
、
と
ら
え
ど
こ

ろ
の
な
い
存
在
」
だ
と
言
う
。
そ
こ
に

惹
か
れ
る
部
分
も
あ
る
そ
う
だ
。

「
毎
日
太
陽
の
動
き
を
見
な
が
ら
撮
影

し
て
い
ま
す
が
、
太
陽
の
昇
る
位
置
や

光
の
当
た
り
方
で
刻
々
と
変
わ
る
海
や

川
の
表
情
は
見
て
い
て
飽
き
ま
せ
ん
。

波
や
流
れ
は
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は

な
い
の
で
す
。
そ
の
一
方
で
危
険
も
は

ら
ん
で
い
る
。
よ
く
知
っ
て
い
る
目
の

前
の
海
で
命
を
落
と
す
地
元
の
漁
師
や

住
民
が
い
ま
す
。
仏
教
の
根
本
的
な
教

え
の
一
つ
に
〈
色し
き

即そ
く

是ぜ

空く
う

〉
と
い
う
言

葉
が
あ
る
の
で
す
が
、
水
の
存
在
は
こ

れ
に
も
近
い
と
感
じ
ま
す
」

　

色
即
是
空
と
は
「
般
若
心
経
」
に
あ

る
言
葉
で
、
目
に
見
え
る
も
の
、
形
づ

く
ら
れ
た
も
の
は
刻
々
と
変
化
し
て
お

り
、
不
変
な
実
体
は
存
在
し
な
い
と
い

う
意
味
だ
。
こ
の
話
を
聞
い
た
あ
と
に

梶
井
さ
ん
の
写
真
を
見
直
す
と
、
一
瞬

で
変
わ
る
自
然
界
の
姿
や
変
化
を
受
け

入
れ
、
そ
れ
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
た
。

（
２
０
２
２
年
12
月
１
～
２
日
取
材
）

【撮る】

Syoin Kajii
1976年福島県生まれ。佐渡
島の最北端・鷲崎で僧侶をし
ながら写真家として活動。日
本海の波を被りながら撮った
写真は作品集『NAMI』となる。
波の写真撮影を継続するほ
か、限界集落の写真を各地で
撮り、アジアに足繁く通い大
乗仏教の名残も撮影。

梶井照陰さん
写真家　僧侶

梶井照陰『KAWA 』　2010 年
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水
の
あ
る
場
所
で

交
わ
り
流
れ
る
人

ウ
ィ
ス
キ
ー
バ
ー
、
カ
フ
ェ
、
豆
腐

店
。
映
画
『
マ
ザ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
』（
２

０
１
０
年
）
は
、
水
に
ち
な
ん
だ
仕
事
を

営
む
女
性
た
ち
を
主
軸
に
、
小
川
が
流

れ
る
街
で
暮
ら
す
人
々
を
描
く
。

『
か
も
め
食
堂
』（
２
０
０
５
年
）『
め
が
ね
』

（
２
０
０
７
年
）『
プ
ー
ル
』（
２
０
０
９
年
）
と
続

い
た
、
特
定
の
土
地
（
順
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

ヘ
ル
シ
ン
キ
、
鹿
児
島
の
与
論
島
、
タ
イ
の
チ
ェ
ン
マ

イ
）
を
先
に
決
め
る
企
画
の
一
作
で
、
こ

の
映
画
で
選
ば
れ
た
ロ
ケ
地
は
京
都
だ
。

初
め
て
の
監
督
作
品
と
な
る
松
本
佳

奈
さ
ん
は
、
シ
ナ
リ
オ
づ
く
り
の
た
め

に
脚
本
家
と
京
都
の
街
を
歩
い
た
。

「
シ
ン
ボ
ル
の
鴨
川
（
賀
茂
川
）
の
ほ
か

に
も
白
川
疏
水
な
ど
小
さ
な
水
の
流
れ

が
街
な
か
に
た
く
さ
ん
あ
っ
て
。
き
れ

い
な
水
の
せ
せ
ら
ぎ
が
ず
っ
と
聴
こ
え

て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
気
持
ち
い
い
な

と
い
う
の
が
第
一
印
象
で
し
た
。
商
い

や
暮
ら
し
と
地
の
水
が
密
接
に
か
か
わ

っ
て
い
る
土
地
だ
と
思
い
、
お
い
し
い

水
が
大
切
な
お
店
を
や
っ
て
い
る
女
性

た
ち
の
話
に
し
ま
し
た
」
と
振
り
返
る
。

先
の
一
連
の
作
品
同
様
、
こ
の
映
画

で
も
登
場
人
物
の
来
歴
や
背
景
は
わ
か

ら
な
い
。
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
そ
の
土

地
に
惹
か
れ
て
や
っ
て
き
て
、
互
い
に

付
か
ず
離
れ
ず
穏
や
か
に
交
わ
り
、
暮

ら
す
人
た
ち
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

今
こ
の
場
所
で
育
ま
れ
た
人
間
関
係
。

し
か
も
、
こ
と
さ
ら
京
都
の
街
を
そ

れ
と
わ
か
る
よ
う
に
は
撮
っ
て
い
な
い
。

「
長
い
歴
史
と
文
化
を
も
ち
観
光
地
で

も
あ
り
ま
す
が
、
一
本
、
路
地
裏
に
入

る
と
不
思
議
な
空
気
の
流
れ
る
街
で
す
。

脈
々
と
続
い
て
き
た
日
常
が
素
敵
だ
な

と
思
っ
た
の
で
、
あ
え
て
京
都
と
い
う

よ
り
『
あ
る
街
』
と
し
て
描
き
た
か
っ

た
ん
で
す
ね
」

ウ
ィ
ス
キ
ー
バ
ー
で
小
林
聡
美
さ
ん

が
水
割
り
を
つ
く
る
様
子
が
、
丁
寧
に

映
し
出
さ
れ
る
。
マ
ド
ラ
ー
で
氷
と
ウ

ィ
ス
キ
ー
と
水
が
攪
拌
さ
れ
る
動
き
。

グ
ラ
ス
と
氷
が
ふ
れ
あ
う
か
す
か
な
音
。

バ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
に
静
か
な
時
間
が
流

れ
る
。
水
の
景
色
も
あ
か
ら
さ
ま
に
強

調
さ
れ
ず
、
ふ
だ
ん
の
ひ
と
時
に
染
み

込
ん
で
い
る
。

「
川
の
流
れ
や
湧
き
出
す
水

な
ど
を
視
覚
的
に
見
せ
る
よ

り
も
、
水
が
あ
る
場
所
で
自

分
の
気
持
ち
を
整
理
し
た
り
、

心
と
心
が
交
わ
っ
た
り
、
時

に
は
流
れ
に
身
を
任
せ
た
り

…
…
せ
せ
ら
ぎ
の
音
や
、
そ

こ
に
吹
く
風
だ
っ
た
り
と
か
、

街
の
な
か
の
自
然
と
と
も
に

人
が
暮
ら
す
景
色
を
撮
り
た

い
な
と
思
い
ま
し
た
」　

公
園
や
庭
で
会
話
を
し
て
い
る
場
面

の
背
後
の
青
々
と
し
た
植
物
の
葉
は
、

い
つ
も
そ
よ
風
に
揺
れ
て
い
る
。

み
ん
な
で
一
緒
に

見
守
る
新
し
い
命

銭
湯
も
、
こ
の
映
画
に
出
て
く
る

「
水
の
あ
る
場
所
」
の
一
つ
。
も
た
い

ま
さ
こ
さ
ん
が
他
人
の
赤
ち
ゃ
ん
を
あ

や
し
た
り
す
る
銭
湯
の
脱
衣
所
は
、
ま

水
の
よ
う
に
穏
や
か
な
暮
ら
し

映
画『
マ
ザ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
』

Kana Matsumoto
東京都生まれ。多摩美術大学グラフ
ィックデザイン学科卒業。CM演出を
手がけたのち、映画『めがね』（2007）
でメイキング映像などを演出。2023
年3月19日よりWＯWＯWにて監督
作品『フェンス』放送・配信開始。

松本 佳奈さん
映画監督

映
画
に
は
川
や
水
に
ま
つ
わ
る
印
象
的
な
シ
ー
ン
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
タ
イ
ト
ル
に
「
水（
ウ
ォ
ー
タ
ー
）」

と
銘
打
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
的
な
水
の
表
現
が
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
映
画
が
あ
る
。

『
マ
ザ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
』
の
監
督
、
松
本
佳
奈
さ
ん
は
ど
う
い
う
思
い
で
こ
の
映
画
を
撮
っ
た
の
か
。

【映す】

登場人物たちが印象的な会話を交わす
賀茂川の上流付近

水の文化 73号　特集　芸術と水
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さ
し
く
水
の
近
く
で
、
ご
近
所
同
士
が

普
段
着
の
ま
ま
気
さ
く
な
会
話
を
交
わ

す
場
所
だ
。
実
は
、
松
本
さ
ん
の
実
家

は
東
京
都
板
橋
区
の
銭
湯
だ
っ
た
。

「
お
客
さ
ん
も
そ
う
で
す
け
ど
、
普
通

に
ご
近
所
さ
ん
が
出
入
り
す
る
家
で
し

た
。
工
場
で
真
っ
黒
に
な
っ
て
働
い
た

お
じ
ち
ゃ
ん
が
サ
ッ
パ
リ
し
た
り
、
銭

湯
っ
て
み
ん
な
が
ち
ょ
っ
と
ハ
ッ
ピ
ー

に
な
っ
て
帰
る
場
所
な
ん
で
す
ね
。
番

台
で
手
伝
い
を
し
て
い
る
と
、
お
し
ゃ

べ
り
な
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
の
相
手
を
す

る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
い
さ
つ
程
度

な
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
人
の
暮
ら
し
を

垣
間
見
る
瞬
間
も
あ
っ
て
。
子
ど
も
の

時
に
肉
親
じ
ゃ
な
い
50
〜
60
代
の
人
た

ち
と
ふ
れ
あ
う
機
会
が
あ
っ
た
の
は
と

て
も
よ
か
っ
た
。
い
ろ
ん
な
人
生
が
あ

る
ん
だ
な
あ
、
っ
て
。
楽
し
か
っ
た
し
、

い
い
環
境
で
育
ち
ま
し
た
」
と
松
本
さ

ん
は
語
る
。

誰
の
子
ど
も
か
観
客
に
は
わ
か
ら
な

い
赤
ち
ゃ
ん
を
み
ん
な
で
世
話
す
る
こ

と
も
、
こ
の
映
画
の
核
に
な
っ
て
い
る
。

銭
湯
の
光
石
研
さ
ん
も
、
バ
ー
の
小
林

聡
美
さ
ん
も
、
カ
フ
ェ
の
小
泉
今
日
子

さ
ん
も
、
豆
腐
店
の
市
川
実
日
子
さ
ん

も
、
家
具
工
房
の
加
瀬
亮
さ
ん
も
、
赤

ち
ゃ
ん
を
抱
っ
こ
す
る
。
母
親
ら
し
き

人
物
は
、
川
べ
り
に
親
子
で
座
る
ト
ッ

プ
シ
ー
ン
と
バ
ー
で
３
人
の
女
性
に
あ

や
さ
れ
て
い
る
赤
ち
ゃ
ん
を

迎
え
に
来
る
ラ
ス
ト
シ
ー
ン

の
み
で
、
そ
の
顔
も
定
か
に

は
見
え
ず
登
場
す
る
だ
け
だ
。

「
そ
れ
ぞ
れ
一
人
で
生
き
て

い
る
人
た
ち
の
話
で
は
あ
る

ん
で
す
け
ど
、
み
ん
な
で
一

緒
に
新
し
い
命
を
見
守
っ
て
い
く
の
は

こ
れ
か
ら
の
希
望
で
す
よ
ね
」

こ
の
赤
ち
ゃ
ん
は
き
っ
と
、
幸
せ
で

健
や
か
に
育
つ
に
ち
が
い
な
い
。
銭
湯

で
い
ろ
ん
な
人
た
ち
と
ふ
れ
あ
い
な
が

ら
育
っ
た
松
本
さ
ん
の
よ
う
に
。

こ
の
映
画
に
は
湧
き
水
を
汲
み
に
行

く
シ
ー
ン
が
１
回
だ
け
出
て
く
る
。

「
家
に
い
て
も
水
は
手
に
入
る
の
に
、

わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
い
く
ん
で
す
、
め

ん
ど
う
く
さ
い
は
ず
な
の
に
。
で
も
、

水
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
が
集
ま
っ
て
ふ

れ
あ
い
が
生
ま
れ
る
。
そ
う
い
う
場
所

は
大
切
に
し
た
い
で
す
よ
ね
」

（
２
０
２
２
年
12
月
26
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

白川疎水沿いを行き
交う人びと。この付近
は映画『マザーウォー
ター』撮影現場の一つ

『マザーウォーター』のウィスキーバーにおけるワンシーン 
提供：バップ

映画『マザーウォーター』
Blu-ray＆DVD 発売中
発売元：バップ
©2010 パセリ商会【映す】

水のように穏やかな暮らし｜映画『マザーウォーター』
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食
後
に
音
で
遊
ん
だ

中
世
の
貴
族
た
ち　

ず
ら
り
と
並
ん
だ
大
小
さ
ま
ざ
ま
な

グ
ラ
ス
の
縁
を
踊
る
よ
う
に
指
が
滑
り
、

そ
の
振
動
か
ら
生
ま
れ
た
美
し
い
音
色

が
響
き
わ
た
る
―
―
。
Ｊ
Ｒ
中
央
線
・

豊
田
駅
そ
ば
の
珈
琲
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
、

満
員
の
聴
衆
を
前
に
大
橋
エ
リ
さ
ん
が

「
グ
ラ
ス
ハ
ー
プ
」
を
奏
で
て
い
た
。

グ
ラ
ス
ハ
ー
プ
と
は
「
天
使
の
オ
ル

ガ
ン
」
と
称
さ
れ
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

人
気
を
博
し
た
楽
器
で
あ
る
。
ワ
イ
ン

グ
ラ
ス
や
ゴ
ブ
レ
ッ
ト
の
縁
を
指
先
で

こ
す
り
音
を
出
す
の
だ
が
、
音
調
を
整

え
る
た
め
に
グ
ラ
ス
の
な
か
に
水
を
入

れ
、
縁
を
こ
す
っ
て
振
動
を
与
え
る
た

め
に
指
先
を
水
で
濡
ら
し
な
が
ら
音
を

奏
で
る
。
こ
の
よ
う
に
「
水
」
を
用
い
る

の
が
他
の
楽
器
に
は
な
い
特
徴
だ
。

「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
族
た
ち
が
食

事
の
あ
と
に
グ
ラ
ス
を
こ
す
っ
て
音
を

出
し
て
遊
ぶ
こ
と
が
流
行
し
、
グ
ラ
ス

ハ
ー
プ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
土
器
を
こ
す
る
よ
う
な
行

為
を
含
め
る
と
、
紀
元
前
か
ら
あ
っ
た

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

大
橋
さ
ん
は
そ
う
語
る
。
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
サ
ン
＝
サ

ー
ン
ス
な
ど
著
名
な
作
曲
家
た
ち
が
グ

ラ
ス
ハ
ー
プ
の
た
め
の
作
品
を
数
多
く

残
し
て
お
り
、
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ

も
大
フ
ァ
ン
だ
っ
た
と
伝
わ
る
。

ス
ム
ー
ズ
な
演
奏
に

欠
か
せ
な
い
水

３
歳
か
ら
ピ
ア
ノ
を
習
っ
た
大
橋
さ

ん
は
、
小
学
校
で
鼓
笛
隊
に
入
り
、

「癒やしの音」奏でる
水を用いた祈りの楽器

「
グ
ラ
ス
ハ
ー
プ
」
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ラ
ス

を
並
べ
、
さ
ら
に
「
水
」
を
入
れ
て
調
律
し
、
水
で
濡
ら
し
た
指
先
で

グ
ラ
ス
の
縁
を
な
ぞ
り
音
を
つ
く
り
だ
す
楽
器
だ
。
世
界
で
も
数
少
な

い
プ
ロ
の
グ
ラ
ス
ハ
ー
プ
奏
者
、
大
橋
エ
リ
さ
ん
に
し
く
み
と
魅
力
を

教
え
て
も
ら
っ
た
。

【奏でる】

グラスの縁を指で
こすった振動で水
に波紋が生じる

毎年恒例のクリスマスライブでグラスハープを演奏する
大橋エリさん

水の文化 73号　特集　芸術と水
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中
・
高
校
で
は

吹
奏
楽
部
で
パ

ー
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
担
当
。
打
楽

器
の
幅
広
さ
に

惹
か
れ
国
立
音

楽
大
学
で
打
楽
器
を
専
攻
し
、
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
や
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、
ソ
ロ
な
ど

に
取
り
組
む
な
か
、
民
族
音
楽
を
は
じ

め
と
す
る
ル
ー
ツ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に

興
味
を
抱
く
。

「
フ
ァ
ウ
ン
ド
・
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
と

言
っ
て
、
新
聞
紙
や
植
木
鉢
な
ど
身
の

回
り
の
素
材
を
見
つ
け
て
音
に
す
る
の

で
す
が
、
そ
の
過
程
で
グ
ラ
ス
ハ
ー
プ

に
出
合
っ
た
ん
で
す
。『
こ
ん
な
に
素

敵
な
、
魔
法
の
よ
う
な
音
が
す
る
素
材

が
あ
っ
た
ん
だ
』
と
驚
き
ま
し
た
」

グ
ラ
ス
ハ
ー
プ
は
、
グ
ラ
ス
の
縁
を

指
の
腹
で
こ
す
っ
て
出
る
音
が
丸
い
お

椀
状
の
部
分
で
共
鳴
す
る
。
タ
ン
ブ
ラ

ー
な
ど
よ
り
も
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
の
形
状

が
も
っ
と
も
ふ
く
よ
か
に
音
を
増
幅
さ

せ
、
そ
れ
が
癒
や
し
の
音
色
と
な
る
。

ま
た
、
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
は
大
き
さ
や

形
状
、
厚
み
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
音
が

違
う
。
大
き
け
れ
ば
低
い
音
が
、
小
さ

け
れ
ば
高
い
音
が
出
る
し
、
薄
い
グ
ラ

ス
の
音
は
低
く
、
厚
い
グ
ラ
ス
は
高
い

音
と
な
る
。
大
橋
さ
ん
が
用
い
る
標
準

的
な
セ
ッ
ト
は
グ
ラ
ス
40
個
前
後
。
そ

れ
を
演
奏
し
や
す
い
順
に
並
べ
る
。

１
つ
の
グ
ラ
ス
に
一
音
を
割
り
当
て
、

調
律
す
る
た
め
水
を
入
れ
る
。
実
は
ワ

イ
ン
グ
ラ
ス
に
水
を
入
れ
な
く
て
も
音

は
鳴
る
の
だ
が
、
欲
し
い
音
を
得
る
に

は
巨
大
な
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
が
必
要
で
、

そ
れ
は
明
ら
か
に
演
奏
を
妨
げ
る
。

「
水
が
な
い
と
困
る
ん
で
す
。
そ
れ
に

演
奏
し
て
い
る
と
、
グ
ラ
ス
の
な
か
の

水
に
波
紋
が
生
じ
る
の
で
、『
あ
っ
、

い
ま
振
動
か
ら
音
が
生
ま
れ
て
い
る
、

神
秘
的
だ
な
』
と
思
い
ま
す
」

ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル
、
コ
ー
ヒ
ー
を
使

っ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
水
以
外
の
液
体
だ
と
、
音
の
響
き

が
少
し
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
特
に
ワ
イ

ン
は
澱お
り

で
音
色
が
悪
く
な
る
。
そ
の
土

地
の
天
然
水
を
使
っ
て
ほ
し
い
と
言
わ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
水

道
水
。
し
か
し
、
時
折
水
の
違
い
を
感

じ
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。

「『
今
日
は
水
が
と
ろ
と
ろ
し
て
い
る

な
』
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
気

温
な
ど
も
関
係
す
る
の
で
一
概
に
水
の

成
分
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
が
、
土
地

に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
違
う
気
は
し
ま
す
」

「
祈
り
」に
も
似
た

指
を
水
に
浸
す
行
為

グ
ラ
ス
ハ
ー
プ
を
演
奏
す
る
前
、
大

橋
さ
ん
は
入
念
に
手
を
洗
う
。
手
に
脂

分
が
残
っ
て
い
る
と
グ
ラ
ス
の
縁
を
こ

す
る
と
き
に
滑
っ
て
し
ま
い
、
摩
擦
が

足
り
ず
音
が
響
き
に
く
い
か
ら
だ
。

ま
た
、
演
奏
中
は
常
に
水
気
が
指
に

あ
る
こ
と
が
絶
対
条
件
。
大
橋
さ
ん
の

場
合
、
体
に
い
ち
ば
ん
近
い
位
置
に
水

で
満
た
し
た
小
さ
な
グ
ラ
ス
を
１
つ
置

き
、
演
奏
中
に
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
に
そ

っ
と
指
を
浸
す
。
一
曲
は
３
～
５
分
。

一
度
水
を
つ
け
る
と
１
～
２
分
も
つ
の

で
、
一
曲
に
つ
き
１
回
か
２
回
浸
す
。

「
手
を
き
れ
い
に
洗
っ
て
、
さ
ら
に
水

を
指
に
つ
け
て
グ
ラ
ス
の
縁
を
な
ぞ
る

こ
と
で
音
楽
が
生
ま
れ
ま
す
。
演
奏
前

に
両
手
を
重
ね
て
指
を
水
に
浸
す
と
い

う
行
為
は
、
私
に
と
っ
て
『
祈
り
』
に

近
い
も
の
。
水
は
音
を
生
ん
で
く
れ
る

神
様
の
よ
う
な
存
在
な
ん
で
す
」

天
使
の
オ
ル
ガ
ン
と
も
言
わ
れ
る
グ

ラ
ス
ハ
ー
プ
。
水
は
、
そ
の
美
し
い
音

色
を
生
み
出
す
運
指
を
ス
ム
ー
ズ
に
し
、

ま
た
奏
者
の
心
理
ま
で
整
え
る
と
い
う

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

（
２
０
２
２
年
12
月
10
日
、
21
日
取
材
）

グラスハープ普及のために
2022年（令和4）7月、大橋さんは日本グラス
ハープ協会を立ち上げた。合格すると会員にな
れる「グラスハープ検定」も用意したが、グラス
ハープを少しでも多くの人に知ってもらうため
に会費や受験料は一切不要だ。
中世の貴族が食後に楽しんだように、グラス
ハープは自宅でも試すことができる。例えばグ
ラス５つ、ドレミファソがあれば『ジングルベ
ル』が、グラス４つ、ドレミソがあれば『メリーさ
んのひつじ』が奏でられる。
「身近なグラスから音が出て、水によるちょっ
とした調整から音階ができていく―こうしたア
ナログな作業こそ、デジタル機器に囲まれた今
の子どもたちに必要ではないかと思うのです」

日本グラスハープ協会URL
https://glassharp-fan.com/　

【奏でる】

Eri Ohashi
国立音楽大学打楽器専攻卒。2005年からグラスハープ
奏者として全国で活動。2015年に発表した『ファンタ
ジック☆グラスハープ』をはじめ、グラスハープのソロ
アルバムは3作品をリリース。

大橋 エリさん
グラスハープ奏者／打楽器奏者

2

1

ワイングラスに水を
注ぎ、音調を整える

1自宅に備えたスタジオでグラスハープの
魅力について語る大橋さん。ご自身のグラス
ハープを調律し、実際に音を奏でてくれた
2手元の小さなグラスに指を浸す。それは
「祈り」にも似た行為だと語る

「癒やしの音」奏でる 水を用いた祈りの楽器



里
山
の
延
長
と
し
て
の

ア
ー
ト
ビ
オ
ト
ー
プ

　

苔
む
し
た
地
面
を
飛
び
石
づ
た
い
に

歩
く
。
数あ
ま
た多

の
木
々
の
間
を
抜
け
、
大

小
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
池
を
巡
る
。
風
が

梢
を
揺
ら
し
、
池
と
池
を
つ
な
ぐ
水
流

の
か
す
か
な
音
が
聴
こ
え
る
。
奥
ま
で

行
く
と
渓
流
の
せ
せ
ら
ぎ
が
心
地
よ
い
。

池
で
は
カ
モ
が
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
水

面
を
滑
っ
て
い
る
。

　

栃
木
の
那
須
高
原
に
あ
る
ア
ー
ト
ビ

オ
ト
ー
プ
「
水み
ず

庭に
わ

」
は
、
東
京
ド
ー
ム

の
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
す
っ
ぽ
り
入
る
敷
地

（
約
１
万
７
０
０
０
㎡
）
に
、
絶
妙
な
塩
梅
で

配
置
さ
れ
た
３
１
８
本
の
落
葉
樹
と
１

６
０
の
池
が
広
が
る
。
池
の
水
源
は
、

す
ぐ
そ
ば
の
上か
み

黒く
ろ

尾お

川が
わ

。
８
つ
の
取
水

口
か
ら
パ
イ
プ
を
通
じ
て
池
に
水
を
循

環
さ
せ
、
最
後
は
上
黒
尾
川
へ
戻
る
。

　

コ
ナ
ラ
、
イ
ヌ
シ
デ
、
ブ
ナ
な
ど
水

こ
れ
ま
で
に
な
い
思
索
の
場
と
し
て
国

内
外
に
知
ら
れ
つ
つ
あ
る
ア
ー
ト
ビ
オ

ト
ー
プ
「
水み
ず

庭に
わ

」。
建
築
家
の
石
上
純
也

さ
ん
が
手
が
け
た
。
移
植
し
た
樹
木
の

間
を
沢
か
ら
引
い
た
水
が
池
を
通
し
て

流
れ
、
ま
た
沢
に
戻
る
。
こ
の
風
景
を

外
国
か
ら
来
た
人
た
ち
は
「
極
め
て
日

本
的
だ
」
と
評
す
る
と
い
う
。
真
冬
が

到
来
す
る
直
前
の
「
水
庭
」
を
訪
ね
た
。
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庭
の
３
１
８
本
の
樹
木
は
す
べ
て
隣
地

か
ら
移
植
し
た
も
の
。
プ
レ
ミ
ア
ム
ヴ

ィ
ラ
と
レ
ス
ト
ラ
ン
の
建
設
予
定
地
の

樹
木
を
伐
採
せ
ず
、
位
置
を
再
レ
イ
ア

ウ
ト
し
て
い
る
。
通
常
の
移
植
で
は
、

大
き
な
枝
を
切
り
落
と
す
「
枝
打
ち
」

や
、
根
元
の
部
分
を
藁
な
ど
で
巻
い
て

１
年
ほ
ど
寝
か
せ
る
「
根
巻
き
」
を
施

す
が
、
そ
れ
ら
を
一
切
し
て
い
な
い
。

日
本
に
２
台
し
か
な
い
特
殊
な
重
機
を

使
っ
て
、
根
の
周
囲
の
土
ご
と
、
微
生

物
も
含
め
て
隣
地
に
移
し
た
の
だ
。
天

候
や
季
節
に
よ
っ
て
は
作
業
で
き
ず
、

１
日
に
移
植
可
能
な
の
は
平
均
４
本
程

度
。
構
想
か
ら
完
成
ま
で
４
年
の
歳
月

を
要
し
た
。

　

水
と
木
だ
け
で
は
な
い
。
地
表
を
覆

う
苔
も
散
策
者
を
導
く
飛
び
石
も
周
囲

の
石
垣
も
す
べ
て
こ
の
土
地
の
も
の
。

作
庭
し
た
建
築
家
の
石
上
純
也
さ
ん
が

言
う
よ
う
に
「
生
態
系
が
そ
の
ま
ま
引

っ
越
し
て
模
様
替
え
し
た
よ
う
な
、
人

間
が
手
入
れ
を
し
た
自
然
環
境
で
あ
る

里
山
の
延
長
と
し
て
の
庭
」
な
の
だ
。

「
木
」「
水
」「
苔
」で

土
地
の
記
憶
を
表
現

　

那
須
は
皇
室
の
御
用
邸
で
知
ら
れ
る

ロ
イ
ヤ
ル
リ
ゾ
ー
ト
。
那
須
連
峰
の
山

麓
で
１
９
８
６
年
（
昭
和
61
）、「
ア
ー
ト
・

自
然
・
人
の
共
生
」
を
テ
ー
マ
に
、
文

沢
水
が
木
々
を
縫
い
、池
を
巡
る

静
か
な
る
内
省
の
場

【見つめる】

29 沢水が木々を縫い、池を巡る 静かなる内省の場



「水庭」を設計した建築家の石上純也さん 
ⒸCHIKASHI SUZUKI

1

4 3

5 2

1「アートビオトープ那須」のスイートヴィラ。設計は建築家の坂 茂さん 2「水庭」
のある「アートビオトープ那須」は工房を備えており陶芸とガラス工芸などのアート
体験もできる 3「水庭」の総合プロデュースを行なった北山ひとみさん。二期倶楽
部の創業者で、株式会社二期リゾート代表取締役を務める 4池と池をつなぐパイ
プ。水はここを通って次の池へ流れていく。耳をすませば、パイプを通る水音が聞こ
えてくる 58つの取水口から引いた沢水は池を巡り、ここでまた沢に戻る

化
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
の
先

駆
け
「
二に

期き

倶
楽
部
」
が

創
業
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

創
立
20
周
年
記
念
事
業
と

し
て
陶
芸
と
ガ
ラ
ス
の
ス

タ
ジ
オ
を
備
え
た
体
験
型

ア
ー
ト
レ
ジ
デ
ン
ス
「
ア

ー
ト
ビ
オ
ト
ー
プ
那
須
」

を
設
立
。
二
期
倶
楽
部
は

２
０
１
７
年
（
平
成
29
）
に
閉
館
し
た
が
、

そ
の
翌
年
、
ア
ー
ト
ビ
オ
ト
ー
プ
那
須

の
敷
地
内
に
誕
生
し
た
の
が「
水
庭
」だ
。

　

創
業
者
の
北
山
ひ
と
み
さ
ん
は
「
私

の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
〈
ア
ー
ト
コ

ロ
ニ
ー
〉
の
一
環
と
し
て
の
文
化
事
業

で
す
」
と
語
る
。

　

２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
か
ら
実
施
し

て
き
た
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
タ
「
山
の
シ
ュ

ー
レ
」
も
そ
の
一
つ
。
自
然
の
叡
智
を

探
る
大
人
の
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
と
し

て
「
庭
」
を
テ
ー
マ
に
セ
ミ
ナ
ー
を
重

ね
、
多
様
な
対
話
の
な
か
か
ら
知
恵
を

出
し
合
っ
て
た
ど
り
着
い
た
答
え
が

「
水
庭
」
だ
っ
た
。

　

な
ぜ
水
な
の
か
？ 

そ
れ
は
こ
こ
が

か
つ
て
は
水
田
だ
っ
た
か
ら
だ
。

「
雑
木
が
生
い
茂
る
森
林
を
先
人
が
切

り
拓
き
、
沢
か
ら
水
を
引
く
と
い
う
苦

労
を
重
ね
て
水
田
に
し
ま
し
た
。
そ
れ

が
減
反
政
策
で
牧
草
地
と
な
り
、
さ
ら

に
放
棄
地
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
石
上
さ

ん
が
『
こ
こ
は
か
つ
て
田
ん
ぼ
で
し
た

ね
』
と
、
水
田
の
取
水
口
を
８
カ
所
も

探
し
出
し
た
の
で
す
。
森
林
〜
水
田
〜

牧
草
地
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
土
地

の
記
憶
、
里
山
と
し
て
の
環
境
を
、
も

と
も
と
こ
こ
に
あ
っ
た
木
と
水
と
苔
を

重
ね
合
わ
せ
て
表
現
す
る
と
い
う
『
水

庭
』
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
石
上
さ
ん
か
ら

提
示
さ
れ
た
と
き
、
即
座
に
承
認
し
ま

し
た
」
と
北
山
さ
ん
は
振
り
返
る
。

無
作
為
で
は
再
現
で
き
な
い

自
然
界
の
ラ
ン
ダ
ム
性

　

石
上
さ
ん
は
作
庭
に
あ
た
り
、
隣
地

の
３
１
８
本
の
樹
木
す
べ
て
を
測
量
し
、

図
面
に
起
こ
し
、
模
型
を
つ
く
っ
た
。

２
〜
３
ｍ
の
大
き
さ
の
紙
に
池
の
形
を

描
き
な
が
ら
樹
木
の
模
型
を
配
置
し
て

い
く
。
造
園
や
景
観
デ
ザ
イ
ン
と
い
う

よ
り
、
位
置
や
角
度
を
綿
密
に
計
算
し

て
最
終
的
な
空
間
の
完
成
形
を
細
部
ま

で
設
計
す
る
建
築
の
方
法
論
に
近
い
。

「
そ
の
と
き
気
づ
い
た
の
は
、
知
ら
な

い
う
ち
に
樹
木
が
整
然
と
並
ん
で
し
ま

う
こ
と
。
自
然
界
で
の
ラ
ン
ダ
ム
性
は
、

樹
木
が
共
存
す
る
た
め
に
一
定
の
距
離

を
保
つ
な
ど
、
何
か
し
ら
僕
ら
に
は
見

え
な
い
シ
ス
テ
ム
が
働
い
て
生
ま
れ
て

い
る
は
ず
で
す
。
人
間
が
無
作
為
に
レ

イ
ア
ウ
ト
す
る
と
、
お
そ
ら
く
情
報
量

が
少
な
す
ぎ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
ら
な
い

ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
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※「水庭」見学には事前予約が必要（前日17時まで）。「ガイド付き水庭ツアー」は
11:00と14:00があり、料金は1名につき2970円（税込）。ランチ、ディナー付き
のコースもある。宿泊者は無料で自由に見学できる。申し込み方法などの詳細
はHP参照。　https://www.artbiotop.jp/water_garden/

春夏秋冬でさまざまな表情を見せる「水庭」 提供：株式会社ニキシモ

上空から見た「水庭」の飛び石。大きな石が使
われているところは周囲を、小さな石が続くとこ
ろは地面の様子を見てほしいという意図がある 
提供：株式会社ニキシモ

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
併
用
し
な
が
ら
少
し
ず

つ
ず
ら
し
、
模
型
で
も
確
認
し
て
ラ
ン

ダ
ム
性
を
生
み
出
し
、
パ
ズ
ル
を
解
く

よ
う
に
樹
木
と
池
の
配
置
を
決
め
て
い

き
ま
し
た
」
と
石
上
さ
ん
は
言
う
。

　

そ
の
結
果
、
建
築
と
同
じ
よ
う
な
精

度
で
樹
木
と
池
が
配
置
さ
れ
た
。

　

１
６
０
の
池
を
つ
く
る
の
も
土
木
作

業
だ
。
一
般
的
な
造
園
で
は
３
〜
４
個

の
池
を
つ
な
ぐ
と
均
等
に
水
が
流
れ
に

く
い
。
渓
流
か
ら
水
を
引
い
て
、
す
べ

て
の
池
へ
均
等
に
水
が
巡
り
、
ま
た
渓

流
に
戻
す
必
要
が
あ
る
。
大
雨
で
氾
濫

し
て
も
い
け
な
い
。

「
都
市
で
の
雨
水
排
水
シ
ス
テ
ム
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
う
会
社
の
協

力
を
得
て
、
１
６
０
の
池
を
ど
う
つ
な

ぎ
合
わ
せ
れ
ば
氾
濫
せ
ず
に
一
定
の
水

が
ス
ム
ー
ズ
に
循
環
す
る
か
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
し
ま
し
た
」

　

自
然
界
で
は
本
来
、
落
葉
樹
は
水
辺

で
生
息
で
き
な
い
。
し
か
し
、
池
に
自

然
素
材
の
防
水
剤
を
施
し
、
排
水
シ
ス

テ
ム
も
整
っ
て
い
る
の
で
池
の
周
り
に

水
が
に
じ
ん
だ
り
あ
ふ
れ
出
る
こ
と
が

な
い
。
だ
か
ら
池
と
落
葉
樹
が
共
存
で

き
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
徹
底
し
て
こ
だ
わ
る
の
は

「
人
間
が
関
与
す
る
こ
と
で
初
め
て
成

立
す
る
自
然
＝
里
山
」
を
つ
く
り
、
自

然
と
人
間
と
の
関
係
性
の
象
徴
の
場
に

し
た
い
と
の
意
思
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

「
水
」が
主
役
の
里
山
で

記
憶
や
時
間
を
感
じ
る

「
水
庭
」
は
完
成
か
ら
４
年
を
経
て
、

台
風
な
ど
で
倒
れ
た
木
も
10
本
ほ
ど
あ

る
。
だ
が
そ
れ
は
想
定
内
。
や
が
て
樹

木
は
朽
ち
る
だ
ろ
う
が
、
地
面
に
落
ち

た
ド
ン
グ
リ
が
発
芽
し
新
木
に
置
き
換

わ
っ
て
い
く
。
１
０
０
年
後
は
、
ま
っ

た
く
違
う
草
木
の
景
色
に
な
っ
て
い
る

は
ず
。

「
た
だ
し
池
だ
け
は
ず
っ
と
同
じ
位
置

で
留
ま
っ
て
い
ま
す
。
流
れ
つ
づ
け
る

水
が
環
境
構
造
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の

よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
」

　

石
上
さ
ん
は
話
す
。
木
も
苔
も
飛
び

石
も
石
垣
も
あ
る
な
か
で
、
も
と
も
と

水
田
だ
っ
た
こ
の
土
地
の
記
憶
を
も
っ

と
も
よ
く
留
め
る
の
は
水
。
だ
か
ら
水

を
主
役
に
し
、
水
の
経
路
を
残
す
こ
と

で
木
々
が
置
き
換
わ
っ
た
と
し
て
も
こ

の
土
地
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
保
て

る
―
―
そ
う
考
え
た
そ
う
だ
。

　

落
ち
葉
が
水
の
パ
イ
プ
に
詰
ま
ら
な

い
よ
う
に
す
る
な
ど
「
水
庭
」
は
里
山

と
同
じ
よ
う
に
絶
え
ず
人
の
手
入
れ
を

必
要
と
す
る
。
石
上
さ
ん
が
２
０
１
９

年
（
平
成
31
）
に
「
水
庭
」
で
芸
術
選
奨

文
部
科
学
大
臣
新
人
賞
を
受
賞
し
た
と

き
、
選
考
者
の
一
人
、
建
築
家
の
内
藤

廣
さ
ん
は
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
寄

せ
た
。

「
こ
ん
な
風
景
は
自
然
の
中
に
は
存
在

し
な
い
。
だ
か
ら
、
少
し
で
も
人
が
手

を
緩
め
る
と
崩
壊
し
て
し
ま
う
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
の
蜻か
げ

蛉ろ
う

の
よ
う
な

儚は
か
なさ

が
人
を
引
き
付
け
る
。
危
う
い
姿

勢
で
つ
ま
先
立
ち
を
し
て
語
り
掛
け
る

静
寂
。
自
然
と
は
何
か
。
人
と
は
何
か
。

そ
れ
は
、
精
神
の
深
奥
に
語
り
掛
け
る

美
し
い
逆
説
で
あ
る
」（
原
文
よ
り
抜
粋
）

　

こ
の
文
章
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
北
山

さ
ん
は
、「『
水
庭
』
は
公
園
で
は
な
く

内
省
の
場
で
す
。
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
な
ど

と
い
う
俗
っ
ぽ
い
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

月
明
り
で
十
分
で
す
。
今
の
、
結
果
だ

け
を
追
い
求
め
る
社
会
で
な
ん
と
か
記

憶
を
伝
え
た
い
。
こ
こ
に
佇
ん
で
、
美

し
い
水
の
景
色
に
ご
自
身
の
人
生
を
重

ね
合
わ
せ
、
目
に
見
え
な
い
土
地
の
記

憶
や
時
間
を
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
け
た

ら
」
と
願
っ
て
い
る
。

（
２
０
２
２
年
12
月
16
日
、
24
日
、
27
日
取
材
）【見つめる】

31 沢水が木々を縫い、池を巡る 静かなる内省の場



映
画『
セ
ノ
ー
テ
』



小田香さんの映画『セノーテ』の劇中画像。現世
の光に対し、時間が積み重なったかのような水底
の陰。そのコントラストが美しい 提供：スリーピン

マ
ヤ
神
話
と
重
ね
て

描
か
れ
る
水
中
の
光

　

メ
キ
シ
コ
の
ユ
カ
タ
ン
半
島
北
部
に

「
セ
ノ
ー
テ
」
と
呼
ば
れ
る
洞
窟
内
の

泉
が
点
在
し
て
い
る
。
古
代
マ
ヤ
文
明

の
時
代
、
川
も
湖
も
な
い
こ
の
地
で
は

唯
一
の
水
源
で
、
雨あ
ま

乞ご

い
の
た
め
生い

け

贄に
え

が
捧
げ
ら
れ
た
神
話
的
な
場
所
で
も
あ

っ
た
。
大
き
な
泉
は
遺
跡
と
し
て
観
光

地
に
な
っ
て
い
る
が
、
今
で
も
マ
ヤ
に

先
祖
を
も
つ
人
々
が
周
辺
で
暮
ら
し
、

水
源
と
し
て
い
る
セ
ノ
ー
テ
も
あ
る
。

　

石
灰
岩
の
断
崖
に
囲
ま
れ
た
こ
の
泉

を
テ
ー
マ
に
、
マ
ヤ
神
話
と
重
ね
て
水

中
洞
窟
の
様
子
と
地
上
の
暮
ら
し
を
行

き
来
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
が

『
セ
ノ
ー
テ
』（
２
０
１
９
年
）
だ
。

　

監
督
・
撮
影
の
小
田
香
さ
ん
は
、
メ

キ
シ
コ
の
友
人
を
通
じ
て
見
せ
て
も
ら

っ
た
写
真
を
き
っ
か
け
に
、
撮
影
し
な

が
ら
の
現
地
リ
サ
ー
チ
を
始
め
た
。

「
セ
ノ
ー
テ
は
陥
没
し
た
穴
に
地
下
水

「
傑
作
」
と
激
賞
さ
れ
る
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
映
画
が
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
は

『
セ
ノ
ー
テ
』。か
つ
て
生
贄
が
捧
げ
ら

れ
た
と
も
伝
わ
る
、ユ
カ
タ
ン
半
島
に

点
在
す
る
泉
の
名
だ
。
前
作
『
鉱 

Ａ

Ｒ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｎ
Ｅ
』
で
は
地
下
に
潜
り
、

『
セ
ノ
ー
テ
』
で
は
水
中
に
潜
っ
た
小

田
香
さ
ん
は
、
何
を
感
じ
た
の
か
。

泉
を
浮
遊
し
て
と
ら
え
た

光
と
陰

【潜る】
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Kaori Oda
1987年大阪府生まれ。『ノイズが言う
には』がなら国際映画祭2011 NARA-
w a v e 部門で観 客賞を受賞。『 鉱 
ARAGANE』が山形国際ドキュメンタリ
ー映画祭2015・アジア千波万波部門
の特別賞を受賞。2020年に設立され
た大島渚賞の第1回受賞者となった。

小田 香さん

フィルムメーカー

ⒸMiura Hiroyuki

映画『セノーテ』には現地の人びとや祝祭、闘
牛のシーンなどもあるので生と死が際立つ。しか
し、不思議なことに生と死の間に断絶はなく、む
しろ対のものであると感じる 提供：スリーピン

が
溜
ま
っ
た
泉
な
の
で
上
か
ら
太
陽
の

光
が
差
し
て
い
ま
す
。
大
き
め
の
セ
ノ

ー
テ
で
少
年
が
蔦つ
た

に
つ
か
ま
っ
て
タ
ー

ザ
ン
み
た
い
な
遊
び
を
し
て
い
る
写
真

を
見
て
、
行
っ
て
み
た
い
な
と
思
っ
た

ん
で
す
ね
。
そ
れ
と
、
ど
の
作
品
で
も

水
の
表
現
が
豊
か
な
ア
ン
ド
レ
イ
・
タ

ル
コ
フ
ス
キ
ー
の
映
画
を
思
い
出
し
、

自
分
で
も
水
を
撮
っ
た
ら
ど
ん
な
感
じ

に
な
る
ん
だ
ろ
う
、
水
の
な
か
の
光
っ

て
ど
ん
な
風
だ
ろ
う
、
と
興
味
が
湧
き

ま
し
た
」
と
小
田
さ
ん
は
語
る
。

　

映
画
の
冒
頭
、
地
上
か
ら
の
太
陽
光

を
プ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
と
ら
え
、
万
華

鏡
さ
な
が
ら
、
色
と
り
ど
り
の
様よ
う

態た
い

を

生
み
出
す
水
の
挙
動
の
美
し
さ
に
思
わ

ず
息
を
呑
み
、
目
を
奪
わ
れ
る
。
さ
ぞ

か
し
綿
密
に
計
算
し
て
撮
影
し
た
の
だ

ろ
う
と
思
い
き
や
「
ま
っ
た
く
た
ま
た

ま
撮
れ
た
」
の
だ
と
言
う
。

　

水
中
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ

で
撮
影
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
カ
ナ
ヅ
チ

だ
っ
た
小
田
さ
ん
は
、
こ
の
映
画
の
撮

影
の
た
め
に
ダ
イ
ビ
ン
グ
ラ
イ
セ
ン
ス

を
取
得
。
ベ
テ
ラ
ン
の
ダ
イ
バ
ー
に
後

ろ
か
ら
付
き
添
っ
て
も
ら
い
撮
影
し
た
。

大
型
の
水
中
カ
メ
ラ
で
は
体
ご
と
水
圧

で
持
っ
て
い
か
れ
る
の
で
、
カ
メ
ラ
の

性
能
が
高
度
化
し
て
い
る
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
を
潜
水
用
ケ
ー
ス
に
入
れ
て
使
っ

た
が
、
動
か
す
と
モ
ニ
タ
ー
が
反
射
し

撮
影
中
は
ほ
ぼ
確
認
で
き
な
い
。

「
水
中
で
は
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で
必

死
な
の
で
、
そ
の
時
々
の
現
場
に
反
応

し
、
お
お
よ
そ
の
フ
レ

ー
ミ
ン
グ
だ
け
決
め
、

な
ん
と
な
く
こ
う
い
う

も
の
が
映
る
だ
ろ
う
、

と
思
い
な
が
ら
撮
っ
て

い
ま
し
た
が
、
何
回
か

や
っ
て
い
る
う
ち
に
映

像
で
と
ら
え
ら
れ
る
も

の
が
想
像
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
」

　

事
前
に
想
定
し
て
い
た
以
上
の
映
像

が
撮
れ
た
と
い
う
。
何
か
あ
っ
た
ら
命

を
落
と
し
か
ね
な
い
過
酷
な
環
境
で
自

分
が
ど
う
い
う
反
応
を
す
る
か
。
怖
い

気
持
ち
が
だ
ん
だ
ん
高
ま
っ
て
い
く
。

自
身
で
撮
影
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ

ん
な
変
化
が
潜
水
場
面
の
編
集
を
し
て

い
る
と
わ
か
っ
た
。
そ
の
感
覚
は
た
し

か
に
観
客
も
共
有
で
き
る
。
水
中
洞
窟

の
横
道
に
迷
い
込
ん
で
行
方
不
明
に
な

っ
た
人
た
ち
が
「
セ
ノ
ー
テ
の
主ぬ
し

」
に

捧
げ
ら
れ
た
生
贄
と
し
て
伝
わ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
黄よ

泉み

の
国
へ
の
入
口
。

「
水
中
の
呼
吸
音
だ
け
が
自
分
の
身
体

の
存
在
す
る
証
の
よ
う
で
し
た
」
と
い

う
実
感
の
こ
も
っ
た
映
像
か
ら
、
マ
ヤ

神
話
の
一
端
を
垣
間
見
る
。

得
体
の
知
れ
な
い

水
へ
の
畏
敬
の
念

　

小
田
さ
ん
は
米
国
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
ホ

リ
ン
ズ
大
学
の
卒
業
制
作
の
中
編
映
画

『
ノ
イ
ズ
が
言
う
に
は
』
で
注
目
さ
れ
、

２
０
１
３
年
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
映
画
監

督
、
タ
ル
・
ベ
ー
ラ
が
指
導
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
「film

.factory

」（
３
年
間
の
映
画

制
作
博
士
課
程
）
の
第
１
期
生
と
し
て
招
聘

さ
れ
た
。
俳
優
と
協
働
す
る
課
題
と
し

て
出
さ
れ
た
原
作
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ

カ
の
短
編
『
バ
ケ
ツ
の
騎
士
』
は
、
寒

さ
に
耐
え
か
ね
た
貧
し
い
男
が
ス
ト
ー

ブ
の
石
炭
を
恵
ん
で
も
ら
う
話
だ
が
、

ふ
と
「
そ
の
石
炭
は
ど
こ
か
ら
来
る
の

か
」
と
思
い
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ
の
首
都
、
サ
ラ
エ
ボ
近
郊
の
炭

鉱
へ
取
材
に
行
っ
た
。

「
暗
闇
の
地
下
は
湿
度
が
高
く
、
た
ち

こ
め
て
い
る
霧
に
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
が
反

射
し
、
そ
の
光
の
あ
り
方
が
魅
力
的
で

し
た
。
過
酷
な
労
働
環
境
で
す
が
同
時

に
美
し
く
見
え
た
ん
で
す
ね
。
採
掘
重

機
の
爆
音
を
全
身
に
浴
び
つ
づ
け
て
地

上
に
戻
っ
て
く
る
と
、
な
ん
と
も
い
え

な
い
高
揚
感
に
包
ま
れ
ま
し
た
」

　

地
下
３
０
０
ｍ
の
異
空
間
を
映
画
と

し
て
提
示
し
た
い
。
そ
う
し
て
完
成
し

た
長
編
デ
ビ
ュ
ー
作
が
『
鉱 

Ａ
Ｒ
Ａ

Ｇ
Ａ
Ｎ
Ｅ
』（
２
０
１
５
年
）
だ
。

　

地
下
世
界
の
光
と
闇
に
魅
せ
ら
れ
た

小
田
さ
ん
が
「
次
は
水
の
な
か
の
光
と

闇
を
撮
り
た
い
」
と
思
っ
た
の
は
必
然

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
メ
キ
シ
コ

34水の文化 73号　特集　芸術と水



セノーテで泳ぐ人びと、水中から地上を見上げた神秘的
な光景など印象的なシーンが相次ぐ映画『セノーテ』。さ
らに独白のようなナレーションが入ることで、時空を超えた
かのような錯覚に陥る 提供：スリーピン

人
の
学
友
と
の
ラ
ン
チ
で
そ
の
こ
と
を

な
に
げ
な
く
話
す
と
、
互
い
の
帰
国
後

に
神
秘
的
な
泉
を
紹
介
さ
れ
、
彼
女
の

協
力
を
得
て『
セ
ノ
ー
テ
』が
完
成
し
た
。

「
２
年
間
で
３
回
行
な
っ
た
リ
サ
ー
チ

で
は
村
か
ら
村
へ
巡
り
、
家
庭
用
水
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
小
さ
な
も
の
か
ら

海
に
つ
な
が
る
大
き
な
も
の
ま
で
30
を

超
え
る
セ
ノ
ー
テ
に
入
り
ま
し
た
。
現

地
の
ガ
イ
ド
に
セ
ノ
ー
テ
の
近
く
で
暮

ら
す
人
々
を
紹
介
し
て
も
ら
い
、
泉
に

ま
つ
わ
る
記
憶
や
伝
承
、
マ
ヤ
と
の
か

か
わ
り
に
つ
い
て
話
を
聞
き
ま
し
た
」

　

鶏
や
豚
の
肉
を
さ
ば
い
て
い
た
男
性

が
突
然
、
マ
ヤ
演
劇
の
台
詞
を
朗ろ
う
し
ょ
う誦し

は
じ
め
た
。
そ
の
場
面
は
映
画
で
も
使

わ
れ
て
い
る
。
小
田
さ
ん
の
映
画
に
登

場
す
る
、
生
活
の
年
輪
が
刻
ま
れ
た

「
顔
」
が
皆
す
ば
ら
し
い
。
カ
メ
ラ
を

見
つ
め
る
目
か
ら
「
ち
ゃ
ん
と
生
き
て

る
？
」
と
問
い
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

気
さ
え
す
る
。

「
龍
が
出
て
く
る
と
か
主
が
い
る
と
か
、

村
の
人
た
ち
が
幼
少
期
に
聞
い
た
記
憶

は
伝
説
に
由
来
し
ま
す
。
子
ど
も
の
こ

ろ
は
遊
び
場
と
し
て
の
水
辺
で
す
が
、

大
人
に
な
る
と
生
き
て
い
く
た
め
の
生

活
用
水
に
な
る
」
と
セ
ノ
ー
テ
の
取
材

で
思
っ
た
小
田
さ
ん
だ
が
、
自
身
で
潜

っ
て
み
る
と
「
一
定
の
恐
怖
心
を
超
え

た
ら
、
不
思
議
な
安
心
感
が
あ
り
ま
し

た
。
水
と
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
も
の

に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
い
う
か
…
…
」。

　

今
は
日
本
各
地
の
地
下
を
撮
り
つ
づ

け
て
い
る
。
国
内
の
異
空
間
を
小
田
さ

ん
は
ど
う
と
ら
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
２
０
２
３
年
１
月
14
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）【潜る】
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特別史跡 三内丸山遺跡から出土し
た重要文化財『大型板状土偶』（お
おがたばんじょうどぐう）。約5000年
前、縄文時代中期の紀元前3000年
ごろのもの 三内丸山遺跡センター蔵

青森県八戸市の風張1遺跡から出土
した国宝『合掌土偶』。正面で手を合
わせる姿勢からその名がついた。縄文
時代後期、紀元前2000年～1000
年前のもの 八戸市教育委員会蔵

岡
本
太
郎
が
発
見
し
た

日
本
の
原
初
的
芸
術

　

呆
け
た
よ
う
に
見
て
い
た
。
な
ん
だ
ろ
う
、

こ
の
異
様
な
姿
形
は
。
い
っ
た
い
何
を
伝
え

た
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
…
…
。

　

２
０
１
８
年
（
平
成
30
）
の
夏
、
岩
木
川
取

材
の
前
に
三
内
丸
山
遺
跡
を
初
め
て
訪
ね
た
。

縄
文
土
偶
の
展
覧
会
「
あ
お
も
り
土
偶
展
」

が
開
か
れ
て
お
り
、
縄
文
時
代
の
土
偶
た
ち

が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
た
。

　

今
で
こ
そ
縄
文
土
器
や
こ
れ
ら
土
偶
は
日

本
が
誇
る
べ
き
原
初
的
な
芸
術
と
見
な
さ
れ

て
い
る
が
、
か
つ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

縄
文
土
器
を
芸
術
の
問
題
と
し
て
初
め
て
取

り
上
げ
た
の
は
、「
芸
術
は
爆
発
だ
」
の
フ
レ

ー
ズ
と
万
博
記
念
公
園
に
今
も
残
る
『
太
陽

の
塔
』
で
知
ら
れ
る
岡
本
太
郎
だ
。

　

１
９
５
２
年
（
昭
和
27
）、
太
郎
は
縄
文
土

器
に
触
れ
た
と
き
「
か
ら
だ
じ
ゅ
う
が
ひ
っ

か
き
ま
わ
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

や
が
て
な
ん
と
も
い
え
な
い
快
感
が
血
管
の

中
を
か
け
め
ぐ
り
、
モ
リ
モ
リ
力
が
あ
ふ
れ
、

吹
き
お
こ
る
の
を
覚
え
た
の
で
す
」
と
著
書

『
日
本
の
伝
統
』
に
記
す
。
太
郎
が
発
見
し

た
縄
文
文
化
は
、
今
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に

影
響
を
与
え
て
い
る
。

自
分
が
感
じ
た
世
界
を

静
か
に
楽
し
む

　

翻
っ
て
現
代
に
目
を
転
じ
る
と
、
コ
ロ
ナ

禍
に
お
い
て
一
部
の
芸
術
、
芸
術
活
動
は
不

要
不
急
だ
と
騒
が
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し

い
。
楽
し
み
に
し
て
い
た
展
覧
会
や
ラ
イ
ブ

が
次
々
と
中
止
さ
れ
る
の
を
悲
し
く
思
っ
た

人
た
ち
は
多
い
は
ず
だ
。
無
観
客
で
ラ
イ
ブ

を
行
な
い
、
そ
れ
を
Ｗ
ｅ
ｂ
で
配
信
す
る
ミ

ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
も
現
れ
た
。
み
ん
な
が
芸
術

に
飢
え
て
い
た
。

　

以
前
か
ら
浮
か
ん
で
は
消
え
て
い
た
「
芸

術
と
水
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
編
集
部
が
取
り

組
も
う
と
決
め
た
の
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
起
き

た
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

２
０
２
２
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
抑
え
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
「
遠
く
へ
行
き
た
い
」
と
い

う
人
び
と
の
気
持
ち
に
寄
り
添
お
う
と
、
71

号
で
「
南
西
諸
島 

水
紀
行
」
を
、
72
号
で

「
温
泉
の
湯
悦
」
を
企
画
し
、
今
号
は
「
芸

術
が
不
要
不
急
で
あ
る
は
ず
は
な
い
」
と
い

う
思
い
か
ら
企
画
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
芸
術
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

百
科
事
典
に
は
「
独
自
の
価
値
を
創
造
し

よ
う
と
す
る
人
間
固
有
の
活
動
の
一
つ
を
総

称
す
る
語
」
と
あ
る
。
芸
術
文
明
史
家
で
あ

る
鶴
岡
真
弓
さ
ん
の
編
著
『
芸
術
人
類
学
講

義
』
を
ひ
も
解
く
と
、「
ア
ー
トart

」
は
ラ

テ
ン
語
の
「
ア
ル
スars

」
が
語
源
で
、
そ

の
概
念
は
医
術
や
土
木
技
術
な
ど
人
間
が
な

す
あ
ら
ゆ
る
「
技
／
術
」
を
指
し
て
い
た
。

そ
こ
か
ら
特
に
「
限
り
あ
る
生
に
、
限
り
な

い
時
空
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
大
い
な
る
営

み
」
が
芸
術
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。

　

こ
う
聞
く
と
「
芸
術
っ
て
ハ
ー
ド
ル
が
高

い
」
と
感
じ
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

決
し
て
難
解
な
も
の
で
は
な
い
。
69
号
「
水

の
余
話
」
で
小
池
俊
雄
さ
ん
が
私
た
ち
に
紹

介
し
て
く
れ
た
画
家
の
富
岡
惣
一
郎
は
「
ト

ミ
オ
カ
ホ
ワ
イ
ト
」
と
名
づ
け
た
白
い
絵
の

具
を
用
い
て
雪
国
を
巡
り
描
い
た
表
現
者
だ

が
、
生
前
こ
う
語
っ
て
い
た
と
い
う
。

「
画
を
難
し
く
考
え
る
こ
と
は
な
い
。
好
き

な
画
を
見
つ
け
、
自
分
な
り
に
感
じ
と
る
世

界
を
静
か
に
楽
し
め
ば
よ
い
」（『
ト
ミ
オ
カ
ホ
ワ

イ
ト
の
世
界
』）

　

昨
夏
、
ト
ミ
オ
カ
ホ
ワ
イ
ト
美
術
館
で
開

催
さ
れ
た
「
生
誕
一
〇
〇
年
記
念 

永と

遠わ

に
」

を
観
た
。「
白
」
の
美
を
追
求
し
、「
白
の
世

界
」
を
表
現
し
つ
づ
け
た
富
岡
は
「
雪
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
が
、
意
外
な
こ
と
に

「
水
」
も
描
い
て
い
た
。

芸
術
と
向
き
合
え
ば

わ
く
わ
く
す
る
日
々
が
訪
れ
る

編
集
部

【文化をつくる】
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富岡惣一郎『田子倉湖・冬A』 提供：南魚沼市トミオカホワイト美術館
この画は水を張った湖ではなく、風に揺れた一瞬の水をとらえた作品と解釈されている

表
現
者
た
ち
の

心
的
な
水
、身
体
的
な
水

　

芸
術
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
が
あ
る
。
当

セ
ン
タ
ー
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
連
載
執
筆
陣

な
ど
水
に
関
心
が
高
い
人
た
ち
に
助
言
を
受

け
た
う
え
で
、
編
集
部
が
取
材
先
や
テ
ー
マ

を
決
め
た
。
自
ら
の
思
い
を
水
に
託
し
作
品

に
し
た
表
現
者
、
日
本
古
来
の
芸
術
を
思
索

し
て
い
る
研
究
者
に
、「
水
は
芸
術
に
と
っ
て
、

あ
な
た
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の

か
」
と
聞
い
た
。
す
る
と
、
表
現
者
た
ち
に

は
原
体
験
と
し
て
「
水
の
記
憶
」
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

　

水
と
人
に
つ
い
て
「
人
間
を
は
じ
め
と
す

る
哺
乳
類
み
た
い
な
生
命
体
は
、
水
を
自
分

の
体
の
な
か
に
蓄
え
て
、
そ
れ
を
ぴ
っ
ち
り

と
皮
膚
で
覆
い
、
新
陳
代
謝
し
つ
づ
け
て
い

る
」
と
松
浦
寿
輝
さ
ん
は
言
い
、「
人
間
と
は

水
を
皮
膚
で
覆
っ
た
水
袋
の
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
か
」
と
大
小
島
真
木
さ
ん
も
言
う
。

松
浦
さ
ん
は
隅
田
川
を
身
近
な
自
然
と
し
て

育
ち
、
大
小
島
さ
ん
は
幼
少
期
に
家
族
と
湧

水
を
汲
み
に
行
っ
た
思
い
出
を
も
つ
。

　

梶
井
照
陰
さ
ん
は
海
に
囲
ま
れ
た
島
で
暮

ら
し
、
先
人
が
川
の
水
を
引
い
た
田
ん
ぼ
で

稲
を
育
て
、
目
の
前
に
広
が
る
豊
饒
な
る
海

へ
舟
を
こ
ぎ
出
し
魚
を
獲
る
。
松
本
佳
奈
さ

ん
は
実
家
が
か
つ
て
銭
湯
を
営
ん
で
お
り
、

地
下
水
を
沸
か
し
た
大
き
な
風
呂
が
身
近
だ

っ
た
。
湯
に
浸
か
っ
て
元
気
に
な
っ
て
帰
っ

て
い
く
人
び
と
を
番
台
か
ら
見
つ
め
た
。

　

一
方
、
水
に
触
れ
た
こ
と
で
認
識
が
変
わ

っ
た
と
語
る
の
は
大
橋
エ
リ
さ
ん
と
小
田
香

さ
ん
だ
。
大
橋
さ
ん
は
グ
ラ
ス
の
水
が
震
え

る
様
を
音
が
生
ま
れ
る
瞬
間
と
と
ら
え
る
。

小
田
さ
ん
は
ユ
カ
タ
ン
半
島
に
点
在
す
る
泉

「
セ
ノ
ー
テ
」
に
潜
り
、
自
分
が
ど
こ
に
い

る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
感
覚
に
陥
り
な
が

ら
撮
影
し
つ
づ
け
、
水
へ
の
畏
敬
の
念
を
抱

く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

身
体
を
通
じ
て
水
と
触
れ
る
こ
と
は
、
表

現
者
の
内
面
に
変
化
を
呼
び
起
こ
す
。

日
本
古
来
の
芸
術
と

水・水
辺
が
示
す
も
の

　

数あ
ま
た多

あ
る
日
本
古
来
の
芸
術
か
ら
は
「
浮

世
絵
」
と
「
俳
句
」
に
焦
点
を
当
て
た
。
連れ
ん

歌が

か
ら
俳は
い

諧か
い

、
俳
諧
連
歌
か
ら
俳
句
へ
。
青

木
亮
人
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
俳
句
の

歴
史
は
興
味
深
い
。
徐
々
に
裾
野
が
広
が
っ

て
い
く
と
同
時
に
、「
型
」
に
は
ま
っ
て
新
鮮

味
を
失
う
と
、
松
尾
芭
蕉
や
正
岡
子
規
の
よ

う
な
破
壊
者
が
現
れ
、
そ
れ
ま
で
の
価
値
観

を
つ
く
り
直
し
て
俳
句
は
息
を
吹
き
返
す
。

そ
れ
は
、
俳
句
に
限
ら
ず
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ

る
も
の
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

梅
雨
、
夕
立
、
驟し
ゅ
う
う雨
な
ど
雨
の
表
現
が
多

彩
な
こ
の
国
で
、
暮
ら
し
の
な
か
の
さ
さ
や

か
な
出
来
事
に
目
を
と
め
、
感
じ
た
こ
と
を

た
っ
た
十
七
字
で
詠よ

む
―
―
日
々
を
丁
寧
に

生
き
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
俳
句
に
強
い
興

味
を
抱
い
た
。

　

川
、
海
、
池
な
ど
水
辺
を
多
く
描
い
た
江

戸
時
代
の
浮
世
絵
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
、

特
に
印
象
派
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
藤
澤

紫
さ
ん
が
指
摘
し
た
よ
う
に
浮
世
絵
が
庶
民

の
平
穏
な
日
常
を
描
い
て
い
た
か
ら
だ
。

　

逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
は
、
18
世
紀
ま

で
名
も
な
き
庶
民
な
ど
描
か
な
か
っ
た
そ
う

だ
。
１
８
６
７
年
（
慶
応
３
）
に
開
か
れ
た
パ

リ
万
国
博
覧
会
な
ど
を
通
じ
て
浮
世
絵
が
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ゴ
ッ
ホ
、
マ
ネ
、
モ

ネ
と
い
っ
た
印
象
派
の
画
家
た
ち
が
傾
倒
し

て
い
く
。
19
世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
初
頭
に

か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
起
こ
っ

た
日
本
文
化
の
流
行
は
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」

と
呼
ば
れ
る
。
日
本
人
と
し
て
誇
ら
し
い
が
、

本
質
は
そ
こ
で
は
な
い
。

　

巻
頭
言
「
ひ
と
し
ず
く
」
の
執
筆
を
依
頼

し
た
千
住
博
さ
ん
は
、
著
書
『
芸
術
と
は
何

か
』
で
浮
世
絵
の
影
響
を
受
け
た
印
象
派
の

作
品
が
の
ち
に
日
本
へ
逆
輸
入
さ
れ
た
こ
と

を
「
同
じ
人
間
と
し
て
の
真
実
味
を
伝
え
、

宗
教
も
思
想
も
哲
学
も
超
え
、
人
間
と
し
て

共
感
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
当
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氷柱から溶け落ちる一滴の水を捉えた写真。表現者たちの
作品と話に触発された編集部の一人が撮った

然
」
と
記
す
。
ほ
ん
と
う
に
い
い
も
の
は
国

境
を
越
え
て
伝
わ
っ
て
い
く
。

「
水
」を
切
り
口
に

対
話
し
た
表
現
者
た
ち

　

特
集
を
通
じ
て
、
た
く
さ
ん
の
芸
術
作
品

に
接
し
た
。
生
き
る
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
、
私

た
ち
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
に
向
か
う
の
か

―
―
ふ
だ
ん
突
き
詰
め
て
考
え
な
い
こ
と
を

考
え
さ
せ
ら
れ
る
、
豊
か
な
時
間
だ
っ
た
。

　

川
は
止
め
る
こ
と
な
く
流
れ
ゆ
く
時
間
を
、

そ
し
て
生
き
て
い
る
実
感
を
も
た
ら
す
存
在

だ
と
語
っ
て
く
れ
た
松
浦
さ
ん
。
小
説
『
川

の
光
』
を
読
み
返
し
て
ネ
ズ
ミ
一
家
の
冒
険

に
わ
く
わ
く
し
た
。
光
が
跳
ね
て
き
ら
き
ら

し
た
川
の
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
だ
。

　

大
小
島
さ
ん
の
公
開
制
作
を
伴
う
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
訪
ね
た
編
集
部
は
、
人
間
以
外
の

何
か
に
な
り
き
っ
て
、
人
間
に
向
け
て

「D
ear H

um
an

」
で
始
ま
る
手
紙
を
書
き

残
し
た
。
大
小
島
さ
ん
の
作
品
は
、
や
さ
し

く
、
時
に
厳
し
い
ま
な
ざ
し
で
、「
考
え
る
こ

と
を
や
め
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
」
と
私
た
ち
に

語
り
か
け
て
く
る
。
も
う
一
度
こ
の
世
界
を

見
つ
め
直
そ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
。

　

海
を
渡
る
風
や
震
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る

波
は
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い
、
と
話

す
梶
井
さ
ん
。
佐
渡
を
離
れ
、
あ
ら
た
め
て

写
真
集
『
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
』
を
め
く
る
と
、
波
を

撮
っ
て
い
る
よ
う
で
い
て
実
は
一
瞬
と
し
て

同
じ
も
の
は
な
い
自
然
の
儚
さ
、
尊
さ
、
美

し
さ
を
撮
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　

あ
か
ら
さ
ま
に
水
を
映
さ
な
く
て
も
水
の

気
配
が
色
濃
く
漂
う
松
本
さ
ん
の
映
画
『
マ

ザ
ー
ウ
ォ
ー
タ
ー
』。
そ
の
静
か
で
優
し
い

世
界
に
浸
っ
た
。
流
れ
に
身
を
任
せ
な
が
ら

も
自
分
の
気
持
ち
に
正
直
に
生
き
て
い
る
人

た
ち
の
そ
ば
に
は
、
決
ま
っ
て
水
が
寄
り
添

っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
あ
た
り
ま
え
す

ぎ
て
忘
れ
そ
う
だ
け
れ
ど
大
切
な
こ
と
を
、

こ
の
映
画
は
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

独
学
で
グ
ラ
ス
ハ
ー
プ
の
演
奏
を
習
得
し

た
大
橋
さ
ん
の
ク
リ
ス
マ
ス
ラ
イ
ブ
で
聴
い

た
グ
ラ
ス
ハ
ー
プ
の
音
色
は
美
し

か
っ
た
。
一
つ
の
音
が
水
の
力
も

借
り
て
膨
ら
ん
で
い
く
と
同
時
に
、

別
の
音
が
重
な
る
。
夢
見
心
地
に

な
る
よ
う
な
、
何
と
も
言
え
な
い

心
地
よ
さ
を
感
じ
る
。
演
奏
の
合

間
に
そ
っ
と
指
を
水
に
浸
す
動
作

を
、
大
橋
さ
ん
は
「
祈
り
に
似
た

行
為
」
と
口
に
し
た
。

　

那
須
の
山
麓
で
「
水
庭
」
の
石

の
椅
子
に
座
り
、
渓
流
の
せ
せ
ら

ぎ
と
池
と
池
の
間
を
流
れ
る
パ
イ

プ
か
ら
の
水
音
に
耳
を
澄
ま
せ
、

物
思
い
に
耽
っ
た
。「
水
庭
」
の
１
６
０
も
の

池
は
、
か
つ
て
水
田
だ
っ
た
土
地
の
記
憶
を

つ
な
ぐ
。
川
や
海
と
比
べ
る
と
池
は
静
的
で
、

記
憶
を
積
み
重
ね
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
だ
。

　

ユ
カ
タ
ン
半
島
北
部
に
点
在
す
る
泉
「
セ

ノ
ー
テ
」
は
時
々
人
を
呑
み
込
む
う
え
、
死

体
が
上
が
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
底
に
沈
ん

だ
人
を
魚
が
つ
い
ば
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の

魚
を
親
と
す
る
稚
魚
は
そ
れ
を
体
内
に
蓄
え

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
映
画
『
セ
ノ
ー

テ
』
の
小
田
さ
ん
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
か
ら
そ

ん
な
妄
想
が
広
が
っ
た
。
今
は
日
本
各
地
の

地
下
を
撮
り
つ
づ
け
て
い
る
。
遠
い
国
の
神

話
的
な
泉
の
次
は
、
身
近
な
異
空
間
を
ど
の

よ
う
に
生
々
し
く
と
ら
え
て
く
れ
る
の
か
、

そ
こ
に
も
水
が
流
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
水
を
切
り
口
に
作

品
に
つ
い
て
表
現
者
に
尋
ね
る
と
、
秘
め
た

思
い
や
創
作
に
対
す
る
姿
勢
、
哲
学
が
浮
き

彫
り
に
な
る
こ
と
だ
。
皆
、
真
摯
に
こ
ち
ら

の
問
い
に
答
え
て
く
れ
た
し
、
聞
く
側
に
と

っ
て
は
水
と
い
う
切
り
口
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
よ
り
深
く
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

「
自
分
が
感
じ
た
こ
と
を
他
者
に
伝
え
た
い
」

と
い
う
思
い
か
ら
芸
術
は
生
ま
れ
る
。
千
住

さ
ん
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
芸
術
は
人
間
同

士
の
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

今
を
生
き
る
私
た
ち
の

芸
術
と
の
向
き
合
い
方

　

再
び
岡
本
太
郎
の
言
葉
を
借
り
る
。
作
品

の
前
に
立
ち
、
誰
の
作
な
の
か
を
気
に
し
て
、

巨
匠
の
も
の
だ
と
知
る
と
感
心
し
た
ふ
り
な

ど
し
な
く
て
い
い
、
芸
術
が
わ
か
ら
な
い
と

馬
鹿
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
な
ど

し
な
く
て
い
い
と
太
郎
は
説
く
。「
そ
れ
ら
の

作
品
を
自
分
の
生
き
る
責
任
に
お
い
て
、
じ

っ
と
見
つ
め
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」
と
も
。
他

の
多
く
の
表
現
者
も
、
芸
術
に
知
識
は
い
ら

な
い
、
た
だ
自
分
が
感
動
す
る
か
ど
う
か
、

心
惹
か
れ
る
か
ど
う
か
で
い
い
と
言
う
。

『
水
の
文
化
』
の
読
者
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら

芸
術
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
人
も
い
れ
ば
、

ち
ょ
っ
と
苦
手
と
い
う
人
も
い
る
と
思
う
け

れ
ど
、
水
に
は
関
心
が
高
い
は
ず
。
芸
術
に

親
し
ん
で
い
る
人
な
ら
ば
、
自
分
の
好
み
で

は
な
い
分
野
に
触
れ
る
と
き
に
水
を
入
口
に

し
て
は
ど
う
か
。
苦
手
意
識
の
あ
る
人
な
ら

ば
、
手
始
め
に
水
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
に

触
れ
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
新
し
い
生
き
方

が
見
つ
か
る
と
い
う
と
大
げ
さ
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
が
変
わ

る
可
能
性
は
あ
る
と
思
う
。

　

そ
れ
ま
で
誰
も
芸
術
と
は
思
わ
な
か
っ
た

縄
文
土
器
に
触
れ
衝
撃
を
受
け
た
岡
本
太
郎

の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
触
れ
て
刺

激
を
受
け
、
モ
リ
モ
リ
と
力
漲み
な
ぎる

こ
と
を
感

じ
て
、
未
だ
来
な
い
「
未
来
」
を
夢
想
し
た

い
。
同
じ
作
品
を
見
て
友
人
と
語
り
合
え
ば
、

他
者
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
と
同
時
に
つ

な
が
り
も
生
む
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
個
々
が
孤

立
し
が
ち
で
、
分
断
社
会
と
呼
ば
れ
る
混
沌

と
し
た
今
の
時
代
を
生
き
る
た
め
の
知
恵
や

力
や
支
え
に
な
る
は
ず
だ
。

　

芸
術
が
不
要
不
急
？ 

と
ん
で
も
な
い
！ 

い
ろ
い
ろ
な
芸
術
作
品
を
見
て
、
聴
い
て
、

触
れ
て
、
た
ま
に
自
分
で
も
何
か
を
試
み
て
、

わ
く
わ
く
す
る
毎
日
を
過
ご
し
た
い
。

【文化をつくる】
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以
前
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
す
る
機
会
が
あ
り
西
海
岸
の
港
町
を
調
べ
て
歩
い
た
。
そ

の
際
念
願
だ
っ
た
西
海
岸
に
漂
着
し
た
日
本
人
漂
流
民
の
足
跡
も
訪
ね
て
ま
わ
っ
た
。

　

江
戸
時
代
の
漂
流
事
件
は
４
０
０
件
余
り
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
ア
メ
リ

カ
西
海
岸
に
漂
着
し
た
の
は
４
件
の
み
で
、
う
ち
２
件
は
尾
州
廻
船
で
あ
っ
た
。
ひ

と
つ
は
文
化
10
年
（
１
８
１
３
）
に
漂
流
し
た
名
古
屋
の
廻
船
督と
く
じ
ょ
う
ま
る

乗
丸
で
、
知
多
半
田

出
身
の
船
頭
重
吉
が
残
し
た
『
船ふ
な

長お
さ

日
記
』
で
知
ら
れ
る
。
彼
ら
は
世
界
の
漂
流
史

上
で
最
長
記
録
と
さ
れ
る
４
８
４
日
も
の
漂
流
の
末
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
沖
で
イ
ギ

リ
ス
商
船
に
救
助
さ
れ
、
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
に
上
陸
し
た
。
そ
こ
は
当
時
ス
ペ
イ
ン

領
で
、
現
在
も
残
る
オ
ー
ル
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
所
）
は
１
７
８
６
年
創

建
と
さ
れ
る
か
ら
、
重
吉
ら
漂
流
民
た
ち
も
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
ど
の
よ

う
な
思
い
で
こ
れ
を
眺
め
た
だ
ろ
う
か
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
天
保
３
年
（
１
８
３
２
）
に
漂
流
し
た
知
多
半
島
小
野
浦
の
廻
船
宝ほ
う

順じ
ゅ
ん
ま
る

丸
で
、
１
年
２
カ
月
の
漂
流
後
、
カ
ナ
ダ
国
境
に
接
す
る
ワ
シ
ン
ト
ン
州
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
半
島
フ
ラ
ッ
タ
リ
ー
岬
付
近
に
漂
着
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
は
今
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
国
立
公
園
と
な
り
豊
か
な
自
然
が
残
さ
れ
て
い
る
。
森
の
な
か
の
ト
レ
イ
ル

を
抜
け
る
と
そ
こ
に
壮
大
な
太
平
洋
の
大
海
原
が
広
が
る
。
今
か
ら
１
９
０
年
ほ
ど

前
、
遠
州
灘
か
ら
お
よ
そ
１
万
㎞
、
14
カ
月
の
漂
流
の
末
に
音
吉
た
ち
３
人
の
水か

主こ

が
こ
の
あ
た
り
に
漂
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
断
崖
に
立
っ
た
時
、
こ
の
大
海
原

が
は
る
か
な
日
本
と
た
し
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
が
押
し
寄
せ
て
き
た
。

　

ち
な
み
に
東
日
本
大
震
災
か
ら
１
年
９
カ
月
を
経
た
２
０
１
２
年
12
月
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
半
島
の
こ
の
あ
た
り
に
青
森
県
の
港
か
ら
流
出
し
た
浮う
き

桟さ
ん

橋ば
し

が
漂
着
し
て
い
る
。

水の余話
★ 
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Yoshiyuki Saito
東北学院大学経営学部教授。
1958年生まれ。1987年早稲
田大学大学院文学研究科博
士後期課程単位取得。1995
年「内海船と幕藩制市場の解
体」で文学博士。日本福祉大
学知多半島総合研究所嘱託
研究員などを経て現職。専門
は日本近世史、海運港湾史。

宝順丸の音吉たちが漂着したと伝わるフラッタリー岬

2007 年 8月19日 筆者撮影

督乗丸の重吉たちが上陸したサンタバーバラにあるオールドミッション 2015 年 8月4日 筆者撮影

遙
か
な
る
大
海
原
を
越
え
て
斎
藤
善
之

39 遙かなる大海原を越えて
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京都原産の伝統野菜・京水菜を用いた「はりはり鍋」

地
下
水
で
育
ま
れ
た

京
都
原
産
の
「
京
水
菜
」

　

寒
さ
に
強
く
、
冬
に
収
穫
時
期
を
迎
え

る
水
菜
。
今
で
こ
そ
全
国
の
ス
ー
パ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
に
並
ん
で
い
る
が
、
原
産
は
京

都
で
、
冬
の
到
来
を
告
げ
る
京
野
菜
と
し

て
「
京
水
菜
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
き

た
。
京き
ょ
う
な菜

と
も
呼
ば
れ
る
。
京
野
菜
の
記

録
は
、
古
い
も
の
で
16
世
紀
（
室
町
後
期
〜
安

土
桃
山
時
代
）
に
ま
で
遡
る
。

「
生
育
に
十
分
な
水
を
必
要
と
す
る
水
菜

が
京
都
で
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
豊
か
な
水
の
お
か
げ
で
す
」

　

そ
う
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
京
都
府
立

大
学 

京
都
和
食
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の

佐
藤
洋
一
郎
さ
ん
。
桂
川
や
鴨
川
な
ど
大

き
な
川
が
何
本
か
流
れ
る
京
都
は
、
北
の

方
で
降
る
雨
や
雪
の
影
響
で
、
地
下
に
は

琵
琶
湖
の
８
割
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
水
が

溜
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
地
下
水
が

豊
富
な
の
で
あ
る
。

　

特
に
東
側
は
砂さ

礫れ
き

質
。
浅
い
地
層
か
ら

良
質
の
水
が
得
ら
れ
る
た
め
、
今
も
ま
ち

の
至
る
と
こ
ろ
に
井
戸
が
あ
る
。
そ
の
た

め
京
水
菜
や
賀
茂
な
す
、
九
条
ね
ぎ
と
い

っ
た
京
野
菜
の
栽
培
、
豆
腐
の
製
造
な
ど
、

水
の
恩
恵
を
受
け
た
産
業
や
文
化
が
古
く

か
ら
発
達
し
た
。

庶
民
に
親
し
ま
れ
る

「
は
り
は
り
鍋
」

　

旬
の
京
水
菜
を
楽
し
む
名
物
料
理
が

「
は
り
は
り
鍋
」
だ
。
材
料
は
基
本
的
に

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を

訪
ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
、

京
野
菜
の
「
水
菜
」
を
用
い
た
関
西
の

冬
の
風
物
詩
「
は
り
は
り
鍋
」
で
す
。

京
水
菜
で
い
た
だ
く

は
り
は
り
鍋

は
り
は
り
鍋
（
京
都
府
） 19

水の文化 73号　食の風土記
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[取材協力］おばんざい 和さび
京都市北区紫野宮東町10-3 ルモン紫野
Tel.075-441-8388　営業時間17時～22時（月曜定休）

肉
、
京
水
菜
、
和
風
だ
し
汁
の
３
つ
。

は
り
は
り
鍋
は
大
阪
の
あ
る
飲
食
店
が

考
案
し
た
と
さ
れ
る
。
名
の
由
来
は
、

水
菜
の
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
と
し
た
触
感
を

「
ハ
リ
ハ
リ
」
と
表
現
し
た
こ
と
。
か
つ

て
は
く
じ
ら
肉
を
入
れ
て
い
た
が
、
今

は
豚
肉
な
ど
他
の
肉
を
使
う
こ
と
も
増

え
て
い
る
。
佐
藤
さ
ん
は
、
は
り
は
り

鍋
が
京
都
で
食
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
半
世
紀
ほ
ど
前
で
は
な
い
か
と
推

測
す
る
。

「
私
は
幼
少
期
を
大
阪
で
過
ご
し
ま
し

た
が
、
家
で
す
き
焼
き
と
い
え
ば
は
り

は
り
鍋
で
、
当
時
は
〈
く
じ
ら
の
す
き

焼
き
〉
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
水
菜
も

く
じ
ら
肉
も
安
か
っ
た
の
で
、
経
済
的

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
今
は
は
り
は
り

鍋
と
い
う
と
高
級
な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り

ま
す
が
、
昔
は
庶
民
の
食
べ
も
の
で
し

た
」
と
佐
藤
さ
ん
は
言
う
。

　

京
水
菜
を
用
い
た
は
り
は
り
鍋
を
提

供
す
る
「
お
ば
ん
ざ
い 

和
さ
び
」
を

訪
ね
た
。
和
さ
び
の
は
り
は
り
鍋
は
、

だ
し
汁
に
京
水
菜
や
油
揚
げ
、
豆
腐
な

ど
を
入
れ
て
味
わ
う
。
水
菜
本
来
の
シ

ャ
キ
ッ
と
し
た
食
感
を
そ
の
ま
ま
楽
し

む
な
ら
、
だ
し
汁
に
サ
ッ
と
く
ぐ
ら
せ

る
く
ら
い
が
ベ
ス
ト
だ
そ
う
だ
。

「
は
り
は
り
鍋
は
お
酒
を
飲
ん
だ
後
の

シ
メ
の
一
品
と
し
て
人
気
で
す
。
年
配

の
人
に
は
馴
染
み
深
い
料
理
で
す
が
、

今
の
若
い
人
は
知
ら
な
い
人
も
多
い
ん

で
す
。
む
し
ろ
京
都
以
外
に
住
む
人
た

ち
の
方
が
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
」
と
、

店
主
の
寺
井
友
一
さ
ん
は
話
す
。

伝
統
野
菜
を
味
わ
っ
て

未
来
に
つ
な
ぐ
食
文
化

　

ビ
タ
ミ
ン
や
ミ
ネ
ラ
ル
、
食
物
繊
維

も
豊
富
な
京
水
菜
は
、
栽
培
技
術
が
発

達
す
る
前
は
冬
場
の
貴
重
な
青
物
野
菜

だ
っ
た
。
今
は
サ
ラ
ダ
で
味
わ
う
こ
と

も
多
い
が
、
本
来
は
煮
た
り
炊
い
た
り

し
て
食
べ
る
も
の
だ
と
佐
藤
さ
ん
は
言

う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
は
り
は
り

鍋
は
、
京
水
菜
を
味
わ
う
に
は
お
す
す

め
の
料
理
だ
そ
う
だ
。

「
京
水
菜
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
各
地

に
残
る
伝
統
的
な
野
菜
を
食
す
こ
と
は
、

日
本
古
来
の
食
文
化
を
守
る
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。
現
代
の
人
び
と
は
伝
統

野
菜
を
あ
ま
り
食
べ
な
く
な
っ
て
い
ま

す
が
、
ぜ
ひ
京
水
菜
以
外
の
京
野
菜
も

い
ろ
い
ろ
な
レ
シ
ピ
で
試
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭

で
自
分
た
ち
の
味
を
見
つ
け
て
、
次
世

代
に
つ
な
い
で
い
く
。
そ
れ
が
、
ひ
い

て
は
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
日
本

の
食
糧
自
給
率
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
の
で
す
」

　

京
水
菜
と
い
う
伝
統
野
菜
を
用
い
た

は
り
は
り
鍋
を
通
じ
て
、
こ
れ
か
ら
の

食
の
あ
り
方
も
改
め
て
考
え
た
い
。

（
２
０
２
３
年
１
月
13
日
取
材
）

1京都のまちなかを流れる白川疏水。昔ながらの豆腐店などが今も
点在し、水が豊かなことを伝えてくれる 2京都府立大学 京都和食
文化研究センターの佐藤洋一郎さん。同大学文学部特別専任教授
を務める。2021年4月から「ふじのくに地球環境史ミュージアム」
館長に着任 3「おばんざい 和さび」店主の寺井友一さん 4和さび
の外観 5京水菜の栽培風景。もともと畔に流水を引き育てたこと
から水菜と名づけられた 提供：京都府山城広域振興局

はりはり鍋の下ごしらえ
水菜をきれいに洗ったら、4～5cm幅の食べやすい
大きさに切る。1人分の目安は約2株
油揚げはほどよく焦げ目がつくくらいにバーナーで
炙ることで、香ばしさとうま味が出る。炙ったら幅
2cmほどに切る。1人分の目安は1枚
豆腐を切る。1人分の目安は1/4丁
好みで鶏肉や豚肉などの肉、香りづけにゆずの皮な
どを盛りつけて完成（写真は約３人分）。家庭で楽
しむ場合、だしは市販の和風だしを準備すればOK

1 
2

3
4

2

1

1

2

3

4

4

5

3

京水菜でいただく「はりはり鍋」
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「水」と「移住者」から捉えた
真鶴のコミュニティ

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
提
案
す
る
研
究
活
動
「
み

ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
。
２
年

目
は
神
奈
川
県
の
「
真ま

な
づ
る
ま
ち

鶴
町
」
を
舞
台
に

研
究
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

２
０
２
２
年
（
令
和
４
）
７
月
30
日
か
ら
８
月

２
日
の
３
泊
４
日
で
ゼ
ミ
合
宿
を
実
施
（
詳

細
は
72
号
参
照
。
二
次
元
コ
ー
ド
あ
り
）
。
９
月
以
降

も
野
田
岳
仁
さ
ん
と
ゼ
ミ
生
12
名
、
ミ
ツ

カ
ン
若
手
社
員
３
名
は
ゼ
ミ
活
動
と
そ
れ

以
外
の
時
間
も
使
っ
て
、
調
査
し
た
成
果

を
ま
と
め
て
い
き
ま
し
た
。

真
鶴
町
役
場
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
、
２
０

２
２
年
11
月
20
日
、
町
民
の
方
々
を
対
象

と
し
た
「
研
究
成
果
発
表
会
」
を
実
施
。

当
日
は
雨
が
降
り
風
も
強
ま
る
と
い
う
あ

い
に
く
の
天
気
で
し
た
が
、
た
く
さ
ん
の

人
び
と
が
足
を
運
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
発

表
が
終
わ
っ
た
あ
と
は
、
調
査
に
ご
協
力

く
だ
さ
っ
た
方
々
と
ゼ
ミ
生
た
ち
が
交
流

す
る
場
面
も
あ
り
ま
し
た
。

２
年
目
の
「
真
鶴
編
」
は
今
回
が
最
終
回

と
な
り
ま
す
。
野
田
さ
ん
に
真
鶴
町
の
調

査
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
を
総
括
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

72号はこちら

2022年11月20日、真鶴町民センターで
実施した「研究成果発表会」

水の文化 73号　みず・ひと・まちの未来モデル

未来
みず

モデ
ル
20
22

ひと

第3
回

真
鶴
編

まち
の
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43 「水」と「移住者」から捉えた真鶴のコミュニティ

「
水
」か
ら
み
え
て
き
た

生
活
互
助
の
し
く
み

私
た
ち
の
研
究
テ
ー
マ
は
２
つ
あ
っ

た
。ひ

と
つ
は
、
真
鶴
町
の
未
来
モ
デ
ル

の
根
底
に
は
「
水
」
が
あ
る
こ
と
を
ふ

ま
え
て
、
い
ま
改
め
て
「
水
」
を
切
り

口
に
真
鶴
町
を
捉
え
直
し
て
み
よ
う
と

考
え
た
。

じ
っ
さ
い
に
調
査
を
し
て
み
る
と
、

岩
地
区
で
は
豊
か
な
水
に
恵
ま
れ
、
湧

水
を
水
源
と
し
た
水
道
組
合
（
１
９
６
１

年
設
立
の
「
佐
藤
清
次
水
道
組
合
」）
が
存
続
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
こ
で
驚
い
た
の
は
、
こ
の
水
道
組

合
は
岩
中
央
自
治
会
（
以
下
、
岩
中
央
）
の

「
と
な
り
組
」
と
い
う
近
隣
組
織
を
母
体

と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
岩
地
区
を
調
査
し
て

い
る
と
、
住
民
か
ら
は
「
岩
地
区
は
人

の
つ
な
が
り
が
強
い
」
と
誇
ら
し
げ
に

語
ら
れ
る
こ
と
が
相
次
い
で
お
り
、
岩

中
央
の
人
の
つ
な
が
り
の
強
さ
と
「
と

な
り
組
」
の
働
き

は
無
関
係
で
は
な

い
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
岩
中
央
の

加
入
率
は
74
・
１
％
で
、
町
内
で
突
出

し
て
高
い
こ
と
も
デ
ー
タ
か
ら
わ
か
っ

て
い
た
。　

真
鶴
町
に
お
い
て
「
と
な
り
組
」
は
、

自
治
会
組
織
の
下
部
組
織
に
あ
た
り
、

回
覧
板
を
回
し
た
り
、
ゴ
ミ
集
積
所
の

管
理
が
主
だ
っ
た
機
能
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
岩
中
央
の
「
と
な

り
組
」
で
は
、
水
道
組
合
（
10
組
）
に
限

ら
ず
、
冠
婚
葬
祭
、
児ち

ご子
神
社
の
祭
祀
、

灯
籠
流
し
の
運
営
は
組
単
位
で
行
い
、

溝
掃
除
（
３
、
８
、
９
組
）、
弁
天
様
の
世

話
（
６
組
）
が
行
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
て

の
無
尽
講
や
稲
荷
講
も
「
と
な
り
組
」

を
母
体
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
岩
中
央
の
「
と
な
り

組
」
は
、
人
び
と
の
も
っ
と
も
身
近
な

生
活
互
助
の
単
位
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
機
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

さ
ら
に
象
徴
的
な
の
は
、
町
が
策
定

す
る
「
地
区
防
災
計
画
」
に
お
い
て
、

通
常
は
自
治
会
が
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ

を
「
と
な
り
組
」
の
単
位

ま
で
落
と
し
込
ん
で
細
か

く
策
定
し
て
い
た
こ
と
だ

っ
た
。
災
害
時
は
、
平
時

の
人
の
つ
な
が
り
の
濃
淡

が
生
存
を
左
右
し
か
ね
な
い
か
ら
だ
。

岩
中
央
の
人
の
つ
な
が
り
が
強
い
理

由
は
、「
と
な
り
組
」
が
生
活
互
助
の
単

位
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
ち
づ
く
り
政
策
と

「
生
活
の
単
位
」の
ズ
レ

こ
の
こ
と
を
現
在
の
国
や
地
方
自
治

体
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ま
ち
づ
く

り
政
策
の
動
向
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み

る
と
、
意
外
な
こ
と
に
、
真
逆
の
ベ
ク

ト
ル
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

１
９
９
０
年
代
以
降
、
国
や
地
方
自

治
体
は
、
小
学
校
区
を
ま
ち
づ
く
り
の

基
本
的
な
単
位
に
想
定
し
て
い
る
。

一
般
的
に
は
、「
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
」
や
「
地
域
運
営
組
織
」
と
呼
ば
れ
、

小
学
校
区
内
の
自
治
会
や
商
店
会
、

P
T
A
な
ど
の
地
域
組
織
が
参
加
し
、

住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
す
る

組
織
体
で
あ
る
。

既
存
の
自
治
会
の
担
い
手
は
高

齢
化
し
、
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
機
能
の
低
下
が
懸
念
さ
れ

た
り
、
市
町
村
合
併
や
財
政
逼

迫
に
よ
る
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
低

下
を
補
う
た
め

に
地
域
が
抱
え

る
課
題
の
受
け
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皿
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

真
鶴
町
で
は
平
成
に
入
っ
て
か
ら
自

治
会
が
合
併
・
再
編
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
私
た
ち
の
身
近
な
「
生
活
の
単

位
」
は
、
政
策
的
に
は
合
理
化
・
広
域

化
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
と
い
え
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
岩
中
央
の
人
び

と
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
身
近
な
「
生

活
の
単
位
」
は
、
自
治
会
よ
り
も
小
さ

な
近
隣
組
織
で
あ
る
「
と
な
り
組
」
な

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
ち
づ
く
り
の
基

盤
と
な
る
組
織
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
考
え
る
と
、
当
た
り
前
の
よ
う

に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
び

と
の
「
生
活
の
単
位
」
や
「
ま
ち
づ
く

り
の
基
盤
と
な
る
組
織
」
は
地
域
に
よ

っ
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
あ
え
て
指
摘
す
る
必
要

が
あ
る
の
は
、
行
政
は
一
律
に
そ
の
範

域
や
単
位
を
設
定
し
が
ち
で
あ
る
か
ら

だ
。
も
ち
ろ
ん
小
学
校
区
が
有
効
な
場

合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、「
と
な
り
組
」
と

い
う
自
治
会
の
下
部
組
織
に
位
置
づ
け

ら
れ
、
思
わ
ず
見
逃
さ
れ
そ
う
な
近
隣

組
織
が
機
能
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を

こ
の
事
例
は
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

「
地
区
防
災
計
画
」
の
策
定
過
程
が
物

語
る
よ
う
に
、
ま
ち
づ
く
り
政
策
と
、

現
場
の
人
び
と
の
「
生
活
の
単
位
」
が

ず
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
政
策
の
有
効

性
は
落
ち
か
ね
な
い
。
そ
し
て
、
い
ま

危
惧
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
小
学
校
区

が
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
一
手
に
引
き
受

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
自
治

会
が
担
っ
て
き
た
役
割
が
奪
わ
れ
、
近

隣
の
つ
な
が
り
が
む
し
ろ
断
絶
す
る
恐

れ
が
あ
る
こ
と
だ
。

岩
中
央
の
水
道
組
合
に
注
目
す
る
こ

と
で
み
え
て
き
た
こ
と
は
、
人
び
と
の

も
っ
と
も
身
近
な
生
活
互
助
の
し
く
み

を
き
ち
ん
と
把
握
す
る
こ
と
の
大
切
さ

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

研
究
の
と
り
ま
と
め
に
入
っ
た
秋
頃

に
、
思
い
が
け
な
い
う
れ
し
い
知
ら
せ

が
届
い
た
。
夏
の
調
査
や
こ
の
連
載
記

事
を
読
ん
だ
町
民
か
ら
水
道
組
合
の
管

理
（
掃
除
）
を
手
伝
い
た
い
と
申
し
出
が

あ
っ
た
の
だ
。

私
た
ち
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

ス
タ
ー
ト
し
た
２
０
２
１
年
（
令
和
３
）

か
ら
「
人
の
つ
な
が
り
を
生
み
だ
す
水

場
（
井
戸
端
）」
に
着
目
し
て
研
究
を
進
め

て
き
た
が
、
こ
う
し
た
現
場
の
好
転
に

は
勇
気
づ
け
ら
れ
る
思
い
が
す
る
。

移
住
者
を
溶
け
込
ま
せ
る

「
社
会
的
仕
掛
け
」

も
う
ひ
と
つ
の
研
究
テ
ー
マ
は
、

「
美
の
条
例
」
制
定
か
ら
30
年
を
経
て
、

神
奈
川
県
唯
一
の
「
過
疎
地
域
」
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
若
い
世
代
の
移
住

に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か

1

2

3

水の文化 73号　みず・ひと・まちの未来モデル
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を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
２
０
１
９
年

度
に
は
町
の
人
口
が
初
め
て
社
会
増
に

転
じ
た
。

移
住
者
数
の
急
増
に
目
を
奪
わ
れ
が

ち
に
な
る
が
、
私
た
ち
は
、
移
住
者
が

地
域
活
動
や
ま
ち
づ
く
り
の
中
心
的
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。

過
疎
地
域
の
移
住
を
め
ぐ
る
政
策
的

課
題
は
、
も
は
や
移
住
者
数
の
増
加
で

は
な
く
、
移
住
者
に
地
域
に
馴
染
ん
で

も
ら
い
、
地
域
活
動
や
ま
ち
づ
く
り
の

担
い
手
と
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
真
鶴
町
で
は
、
移
住
者
が

地
道
な
地
域
活
動
に
加
わ
り
、
ま
ち
づ

く
り
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
で
き
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
、
真
鶴
と

い
う
地
域
社
会
に
は
、
移
住
者
が
地
域

に
溶
け
込
め
る
よ
う
な
「
社
会
的
な
仕

掛
け
」
が
幾
重
に
も
ち
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
真
鶴
固

有
の
２
つ
の
仕
掛
け
に
焦
点
を
あ
て
た
。

ひ
と
つ
は
、
人
間
関
係
紹
介
の
「
ま

ち
歩
き
」
で
あ
る
。
移
住
者
に
ま
ち
を

案
内
す
る
「
ま
ち
歩
き
」
は
一
般
的
だ

が
、
真
鶴
で
は
本
質
的
に
は
そ
の
逆
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
こ
と

だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
形
態
と
し
て
は
、

移
住
者
に
向
け
た
「
ま
ち
歩
き
」
で
あ

る
。
し
か
し
、
地
元
住
民
に
出
会
う
と
、

「
移
住
を
考
え
て
い
る
〇
〇
さ
ん
」
と

い
っ
た
具
合
に
、
地
元
住
民
に
移
住
者

を
紹
介
し
て
い
く
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

い
わ
ば
、
ま
ち
の
人
た
ち
が
主
役
で
、

移
住
者
を
地
域
に
紹
介
す
る
し
く
み
に

な
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
が
結
果
的
に
、
地
域
が
移

住
者
を
選
ぶ
よ
う
な
し
く
み
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

よ
う
。
71
号
で
は
こ
れ
を
真
鶴

の
暮
ら
し
の
根
底
に
あ
る
「
フ

ィ
ル
タ
ー
」
と
し
て
表
現
し
た

が
、
こ
れ
が
あ
る
種

の
移
住
者
選
別
機
能

を
果
た
し
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
た
。

真
鶴
の
暮
ら
し
ぶ

り
や
濃
密
な
人
の
付

き
合
い
方
に
適
合
す

る
人
だ
け
が
移
住
に
つ
な
が

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ま

ち
全
体
に
一
体
感
が
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
移
住
者

を
支
え
る
「
社
会
的
オ
ヤ
」

の
存
在
で
あ
る
。
真
鶴
と
い

う
地
域
社
会
に
は
、
若
者
や

移
住
者
と
い
っ
た
社
会
的
に

不
安
定
な
位
置
に
あ
る
者
を
「
社
会
的

オ
ヤ
」
が
支
え
る
歴
史
的
性
格
を
備
え

て
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

真
鶴
に
は
、
こ
の
し
く
み
が
潜
在
的
に

あ
り
、
移
住
者
の
急
増
の
よ
う
な
あ
る

条
件
の
も
と
で
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る

も
の
で
あ
っ
た
。

1悪天候にもかかわらず多くの
人が参加した 2「水チーム」発
表者の西牧侑真さん 3「水チ
ーム」発表者の横井玲音さん 
4「移住者チーム」発表者の川
俣美桜さん 5「地元住民チー
ム」発表者の平山凜子さん 6

「地元住民チーム」発表者の山
下友梨子さん 789参加者に
壇上から挨拶するゼミ生たち。
右から「水チーム」「移住者チー
ム」「地元住民チーム」 �当日
はリモートで参加したミツカン若
手社員たち
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も
ち
ろ
ん
、
真
鶴
へ
の
移
住
ル
ー
ト

は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
こ
れ
ら
の

仕
掛
け
が
万
能
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。

け
れ
ど
も
、
過
疎
化
や
担
い
手
不
足
に

悩
む
地
域
へ
の
政
策
的
ヒ
ン
ト
と
な
り

う
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
社
会
的
オ
ヤ
」が
授
け
る

地
域
で
生
き
る
術

個
人
的
に
真
鶴
に
通
っ
て
い
て
驚
い

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
真
鶴
駅
前
の

一
等
地
（
福
浦
屋
食
堂
の
旧
店
舗
）
に
移
住
者
の

ケ
ニ
ー
さ
ん
こ
と
向
井
研
介
さ
ん
が
営

む
「
真
鶴
ピ
ザ
食
堂
K
E
N
N
Y
」
が

移
転
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

ど
の
地
域
で
も
、
ま
ち
の
玄
関
口
の

よ
う
な
場
所
に
は
地
元
住
民
で
あ
っ
て

も
周
囲
か
ら
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
人
物

で
な
け
れ
ば
出
店
が
難
し
い
こ
と
を
知

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ケ
ニ
ー
さ
ん
は
福
島
県
田
村
市
出
身

で
、
東
京
の
イ
タ
リ
ア
料
理
店
で
の
修

行
を
経
て
、
２
０
１
６
年
（
平
成
28
）
に
夫

妻
で
真
鶴
に
移
住
さ
れ
た
。
当
時
は
町

役
場
の
近
所
に
お
店
を
だ
さ
れ
て
い
た

が
、
２
０
２
０
年
（
令
和
２
）
６
月
頃
に
現

店
舗
に
移
転
さ
れ
た
。

ケ
ニ
ー
さ
ん
夫
妻
は
福
浦
屋
食
堂
で

食
事
し
た
際
に
、「
い
つ
か
こ
の
場
所
が

空
い
た
ら
お
店
を
開
き
た
い
ね
」
と
話

す
ほ
ど
憧
れ
た
場
所
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
福
浦
屋
食
堂
は
閉
店
。
そ

の
立
地
か
ら
周
り
の
飲
食
業
の
先
輩
た

ち
も
話
題
に
す
る
ほ
ど
で
、
と
て
も
自

分
の
出
る
幕
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

そ
こ
か
ら
半
年
ほ
ど
経
っ
た
あ
る
時
、

ス
ー
パ
ー
で
食
堂
店
主
を
み
か
け
て
思

い
切
っ
て
声
を
か
け
た
。
す
る
と
店
主

は
「
店
を
閉
め
る
こ
と
に
し
た
か
ら
、

食
器
あ
げ
る
よ
。
今
度
み
に
き
な
よ
」

と
話
し
、
店
舗
を
み
に
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
移
転
先
を
探
し
て
い
る

こ
と
を
告
げ
る
と
、「
君
な
ら
つ
か
っ
て

い
い
よ
」
と
こ
た
え
て
く
れ
た
の
だ
。

な
ぜ
店
主
は
面
識
の
な
か
っ
た
移

住
者
に
店
舗
を
貸
す
こ
と
に
し
た

の
だ
ろ
う
か
。

じ
つ
は
店
主
は
真
鶴
町
商
工
会

青
年
部
の
元
部
長
だ
っ
た
の
だ
。

「
青
年
部
で
君
が
が
ん
ば
っ
て
い

る
の
は
周
り
か
ら
聞
い
て
い
る

か
ら
」と
話
し
て
く
れ
た
そ
う
だ
。

ケ
ニ
ー
さ
ん
は
、
移
住
後
す
ぐ
に
商

工
会
に
加
入
し
、
青
年
部
の
副
部
長
を

務
め
て
い
る
。
商
工
会
青
年
部
は
、
真

鶴
の
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る
伝
統
あ
る

地
域
団
体
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
は
、
ケ
ニ
ー
さ
ん
が

地
道
な
地
域
活
動
に
汗
を
流
す
姿
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
て
、
真
鶴
の
玄
関
口
へ

の
出
店
に
ふ
さ
わ
し
い
と
評
価
す
る
声

を
聞
い
て
い
た
。
ケ
ニ
ー
さ
ん
は
、
福

浦
屋
食
堂
の
看
板
を
店
内
に
い
ま
も
掲

■調査から得られたこと

「真鶴ピザ食堂KENNY（ケニー）」を経営する向井
研介さん（左）と妻の日香（にちか）さん（右）。研介さん
の母親（中央）、日香さんの両親も真鶴に移住した

野田さんとゼミ生たち。発表会
を終えて表情が晴れやかに

発表会のあとに交流
する参加した地元住
民とゼミ生たち

水の文化 73号　みず・ひと・まちの未来モデル



47 「水」と「移住者」から捉えた真鶴のコミュニティ

げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
移
住
者
が
地
域
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
に
は
、
や
は
り
既
存
の

社
会
組
織
で
地
道
に
汗
を
か
く
こ
と
が

大
切
の
よ
う
だ
。
そ
れ
が
周
囲
に
認
め

ら
れ
る
地
域
の
作
法
で
あ
る
か
ら
だ
ろ

う
。
そ
れ
を
導
く
も
の
と
し
て
2
つ
の

「
社
会
的
な
仕
掛
け
」
は
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

研
究
成
果
の
内
容
を
ケ
ニ
ー
さ
ん
に

報
告
す
る
と
、「
じ
つ
は
僕
ら
夫
妻
に
も

『
社
会
的
オ
ヤ
』
は
い
ま
す
。
居
酒
屋
富

士
（
富
士
食
堂
）
の
店
主
夫
妻
な
ん
で
す

よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
ケ
ニ
ー
さ
ん

夫
妻
が
移
住
し
て
間
も
な
い
頃
か
ら
お

世
話
に
な
っ
て
、
と
き
に
褒
め
、
と
き

に
怒
っ
て
も
ら
え
る
存
在
だ
と
い
う
。

そ
う
な
の
で
あ
る
。「
社
会
的
オ
ヤ
」

と
は
地
域
の
ル
ー
ル
や
暮
ら
し
の
作
法
、

い
わ
ば
「
地
域
で
生
き
る
術
」
を
授
け
る

よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

今
回
は
、
移
住
者
を
支
え

る
存
在
と
し
て
、「
社
会
的
オ

ヤ
」
を
見
い
だ
し
た
。
し
か

し
、
本
来
の
機
能
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
こ
の
社
会
関

係
は
な
に
も
移
住
者
に
限
っ
た
も
の
で

は
な
い
。

私
た
ち
が
地
域
で
安
定
し
た
人
間
関

係
を
築
く
う
え
で
、「
社
会
的
オ
ヤ
」
が

不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か

せ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

移
住・ま
ち
づ
く
り
先
進
地

「
真
鶴
」か
ら
波
及
効
果
を

真
鶴
町
は
全
国
に
先
駆
け
て
「
美
の

条
例
」
を
制
定
す
る
な
ど
、
景
観
・
ま

ち
づ
く
り
分
野
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と

し
て
国
や
地
方
自
治
体
の
視
察
先
と
し

て
注
目
さ
れ
て
き
た
。

今
後
は
移
住
者
が
地
域
に
溶
け
込
み
、

地
域
活
動
や
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
と

な
っ
た
先
進
地
と
し
て
も
、
視
察
が
増

え
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、

本
研
究
で
可
視
化
し
た
2
つ
の

「
社
会
的
仕
掛
け
」
を
成
功
モ
デ

ル
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
提
示
い
た

だ
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
そ

う
す
れ
ば
、
真
鶴
町
か
ら
過
疎

地
域
へ
の
波
及
効
果
が
期
待
で
き
よ
う
。

真
鶴
で
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
優
れ
た

研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
が
、
私
た
ち

が
描
い
て
き
た
真
鶴
の
姿
は
そ
れ
ら
と

は
ま
た
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
研
究
が
実
現
で
き
た
の

は
、
卜う
ら

部べ

直
也
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る

町
役
場
の
全
面
的
な
ご
支
援
と
調
査
に

ご
協
力
い
た
だ
い
た
町
民
の
み
な
さ
ま

の
お
か
げ
で
あ
る
。
私
た
ち
も
町
民
の

み
な
さ
ま
か
ら
「
地
域
で
生
き
る
術
」

を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
改
め

て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
２
０
２
２
年
11
月
20
日
取
材
）

初めて真鶴町を訪ねたのは2022
年4月。前年度（松本市）とは異なり、
ゼミ生たちは何度も真鶴を訪ね聞き取
り調査を重ねます。ゼミ合宿後は各グ
ループが思考を深め、いよいよ発表会
当日。やや緊張した面持ちで会場入り
したゼミ生たちですが、落ち着いて報
告できました。調査でお世話になった
住民の方 と々談笑する時間は、真鶴か
ら離れがたい気持ちをより一層強めた

ようです。
成果発表の詳細、「辛かったけれ

ど振り返ると楽しかった」「真鶴の人
たちはほんとうに魅力的」など研究
活動を終えたゼミ生たちと若手社員
のコメントは２月末にセンターのHP
で公開します。

｢みず・ひと・まちの未来モデル」3
年目の地域や研究テーマなどは野田
さんと相談中です。ご期待ください。

野田先生、法政大学の学生の皆さん、ミツカン水の文化センターの皆さん、研
究活動おつかれさまでした。皆さんが初めて来町したときはまだ桜が咲いてい
ましたね。４日間滞在した夏合宿では、とにかく現場を歩いて人の話を聞いて持
ち帰り、夕食を食べたあとも夜遅くまで討議して―皆さんががんばっていた姿
を私は知っています。

当初、野田先生は「水と人のかかわりという研究テーマで真鶴に来ました」と
言われました。役場としては「真鶴と水？ 自己水源に乏しいのに……」と戸惑
い、どのような研究ができるんだろうと思案したのが正直なところです。ところ
が、まったく想定していなかったような報告が今日なされたと感じています。

まず水に関しては、岩地区を中心に水が豊かだったこと、そして水に伴う人びと
のつながりがあることを知りました。岩地区の自治会ががんばって地域を支えて
いる姿を掘り起こし、最終的には「となり組」に着目した提言と受けとめています。
自治会は政策推進課の担当ですし、この会場には自治会の方 も々おられます。こ
の提言を受けて、地域をどういう単位で考えればよいのか話し合っていきます。

また、「社会的オヤ」と「まち歩き」に着目した報告もいただきました。役場が推進
する「くらしかる真鶴―真鶴町お試し移住体験事業」で取り組んだのが、まさに「人
を紹介する」ことでした。真鶴出版はその利用者第一号です。「来てくれた人に真鶴
の人を紹介しよう」と始めたことが、移住者へのよい支援になっていた。今後も、「地
元の人を見せて、つないでいくこと」を意識しながら取り組んでいきます。

「社会的オヤ」に関する報告を聞いて、20年前に移住してきた私自身にもオ
ヤのような存在の人がいたからこそ今があることを思い出すと同時に、「役場職
員の仕事への取り組み方」が問われているとも感じました。地域にはいろいろな
人がいます。役場職員は自分の仕事に閉じこもることなく、日々の仕事のなかで
どんな人が住んでいるのか、どんな思いで活動しているのかを知ったうえで応
援し、つないでいくことが必要です。仕事だけでなくプライベートでも人とつなが
り、外から来た人に真鶴の人を紹介できる職員にならないといけない。そう身
が引き締まる思いがしました。

今回の提言をきっかけに、私たちがもっともっと真鶴を深く知ることにつなげ
ていきたいと思います。

◦学生さんたちを「岩地区の水」へ案内するために調べていると、水を

一生懸命守っている人たちに出会いました。学生さんたちが見学す

ると、管理されている方々が喜んで元気になり、さらに「お手伝いし

たい」という方も現れたのです。皆さん来てくれてありがとう。

◦「となり組」の大切さで思い出しましたが、昭和40年代まで私の母は

無尽講に参加し、毎月20人ほどで話をしていました。予期せぬ災害が

起きたとき、頼りになるのは「向こう三軒両隣」。互助の精神で助け

合うためにも、ふだんのコミュニケーションを大事にしたいです。

◦「相模湾が見える町へ」とあまり考えず真鶴へ移住しましたが、友人

から「いいところに決めたね！」と続 と々連絡が。「真鶴出版には通

うべき」「KENNYのピザはおいしいよ」と。今日参加して、真鶴は人

のつながりが深く、魅力的なまちだということを理解しました。

◦今、真鶴の空き家を待っている人は110人以上いらっしゃいます。時

折売却物件が出ると一気にお問い合わせが集中するような状況で

す。観光に来てそのまま空き家バンクの利用登録をする方もいます。

それくらい多くの人が真鶴に興味をもっているのです。

◦移住してきた私は「地元の方々に真鶴をもっと好きになってほしい」

と自治会だよりをつくっています。お話を聞いて記事を書くと反響が

大きいです。学生の皆さん、ぜひ真鶴への移住を検討してください。

ここにいる人たちみんなが、皆さんの「社会的オヤ」になりますよ。

研究の苦しみを乗り越えたゼミ生たちと若手社員（編集部）

研究成果発表会における参加者のコメント
(質疑応答より一部抜粋）

私たちが知らなかった真鶴の姿
真鶴町政策推進課 課長補佐 兼 戦略推進係長 

卜部直也さん　　　 (当日の挨拶より抜粋）

司会を務めた野田ゼミ2年生の
田中さやさん。2023年度は田中
さんたちが「みず・ひと・まちの未
来モデル」に取り組む
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　写真家の梶井照陰さん取材（pp.19-23）のため、4
年ぶりに佐渡へ渡った編集部は、61号の特集「水が
語る佐渡」でお世話になった岩首談議所の大石惣
一郎さんを訪ねました。
「照陰さんは私たちのイベントをよく手伝いに来て
くれるんですよ」と大石さん。岩

いわくびしょうりゅうたなだ
首昇竜棚田を案内し

ていただきました。
　拠点としていた旧岩首小学校の校舎が解体され
る方向のため、春以降は空き家を拠点とする予定の
岩首談議所は、棚田の保存や交流事業の受け入れ、
お米の販売、棚田トラストの募集などさまざまな事
業を進めながら、これからも集落と島全体の活性化
に取り組むそうです。

　2022年（令和4）11月23日、セミ
ナー「木で作られた水道管～江戸
時代のインフラを支えた上水道の
かたち～」を開催しました。
　講師は、東京都水道歴史館 企画調査責任者の金子
智さんと、東京都埋蔵文化財センター 主任調査研究
員の鈴木伸哉さんです。お二人には、2022年春にミツ
カングループが所蔵する愛知県半田市のミツカン本社
敷地で出土した江戸時代の木

もく
樋
ひ
（木で作られた水道管）の

調査・分析と当時の史料の解読をお願いしました。
　セミナーは、その結果も含め、金子さんと鈴木さん
の研究フィールドである近世都市・江戸の水道「江戸
上水」と半田に敷設された水道「半田水道」を比較し、
当時の木製水道管「木樋」についてお話しいただきま
した。会場では実際に出土・保管されている木樋も展
示しました。
　実施報告はHPで公開中です。ぜひご覧ください！

　60号の特集「水の守人」で雨水生活の
研究について取材させていただいた福井工
業大学教授の笠井利浩さん。今も五島列島
の赤

あか
島
しま

での研究活動を続けつつ、「雨水の
水資源としての可能性をより広く知っていた
だきたい」（笠井さん）として、雨水を用いた

「あまみずドリンク」の試作と普及にも取り
組んでいます。
「あまみずドリンク」は、福井工業大学の敷
地内に降り注いだ雨を集めて製造したもの
で、「あまみずウォーター」「あまみずサイ
ダー」「あまみずソーダ」の３種があります。
「この社会の活動を支える淡水資源の源は

『あまみず』です。それを再認識するため、参
加型プロジェクト『あまみず飲料化プロジェ
クト2022 for SDGs』を立ち上げました」
と言う笠井さん。興味のある方は下記までご
連絡ください。

センター活動報告

「あまみずドリンク」で雨水の活用を
訪問

ミツカン水の文化センター　セミナー

研究紹介

 再訪！ 岩首昇竜棚田（佐渡）

木で作られた水道管
江戸時代のインフラを支えた上水道のかたち

を開催しました！

【お知らせ】　連載「水の文化書誌」と「Go! Go! 109水系」は諸事情により休載いたします。次号をお楽しみに！

Webで
公開中！

初冬の岩首昇竜棚田と大石惣一郎さん

セミナー会場に展示された江戸の水道管（右：東京都水道歴史館蔵）と
半田の水道管（左：ミツカングループ蔵）

金子 智さん
東京都水道歴史館 
企画調査責任者

鈴木伸哉さん
東京都埋蔵文化財センター 
主任調査研究員

悪天候にもかかわらず、多くの方々が参加した

雨水を用いた「あまみずドリンク」3種

「あまみずドリンク」
メイキングムービーはこちらから

福井工業大学地域連携研究推進センター
Tel：0776-29-7834 ／ E-mail：futcrc@fukui-ut.ac.jp

 日時： 2022年11月23日（水・祝）
  13：00 ～ 15：00
 会場：ベルサール九段
  （東京都千代田区）
  オンライン
  （Zoomウェビナーにて配信）

参加者数：106名
  （会場46名／オンライン60名）

 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



編
集
後
記

「
芸
術
を
語
る
な
ん
て
お
こ
が
ま
し
い
。」
そ
ん
な
風
に
自
分
自
身
を

決
め
つ
け
、
そ
れ
ら
と
い
つ
の
ま
に
か
距
離
を
取
っ
て
き
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
今
号
の
取
材
を
通
じ
、
観
て
聴
い
た
こ
と
に
、
何
度

も
心
が
跳
ね
た
自
分
が
い
ま
し
た
。
芸
術
に
お
け
る
水
の
多
様
性
の

片
鱗
に
触
れ
ら
れ
た
こ
と
を
好
機
と
し
て
、
表
現
者
が
魂
を
込
め
て

形
に
さ
れ
た
も
の
に
も
っ
と
気
楽
に
触
れ
て
い
き
、
刺
激
を
得
な
が

ら
、
人
生
の
視
野
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
今
）

大
小
島
さ
ん
の
生
と
死
の
循
環
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
自
分
は
同

じ
感
覚
を
覚
え
な
が
ら
も
、
そ
の
壮
大
さ
に
怖
気
づ
い
て
考
え
る
こ

と
か
ら
逃
げ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
芸
術
家
は
逃
げ
ず

に
そ
れ
を
突
き
詰
め
て
考
え
、
作
品
と
し
て
表
現
し
て
い
る
方
。
そ

う
考
え
る
と
、
尊
敬
の
気
持
ち
で
一
杯
に
な
っ
た
。
芸
術
家
に
敬
意

を
払
い
、
１
人
の
人
間
と
し
て
何
を
感
じ
る
か
、
芸
術
作
品
を
通
じ

て
自
分
の
心
と
じ
っ
く
り
向
き
合
い
た
い
と
思
う
。（
松
）

久
し
ぶ
り
に
絵
の
具
で
お
絵
描
き
を
し
ま
し
た
。
子
ど
も
の
発
想
の

自
由
さ
に
感
動
。「
こ
れ
は
、海
。
夜
だ
か
ら
黒
い
青
で
し
ょ
。
で
も

黄
色
も
ぬ
り
た
い
か
ら
、は
ん
ぶ
ん
朝
ね
。」
ど
う
や
っ
て
半
分
に
す

る
の
か
黙
っ
て
見
て
い
る
と
、青
空
に
黄
色
い
太
陽
！ 

海
に
は
色
と

り
ど
り
の
魚
た
ち
。
彼
女
な
り
の
表
現
で
、
一
枚
の
画
用
紙
に
朝
と

夜
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
。
芸
術
っ
て
自
由
だ
。
目
の
前
の
小
さ
な

表
現
者
に
改
め
て
教
え
ら
れ
た
気
が
す
る
。（
飯
）

近
所
の
大
通
り
の
両
脇
に
、
鮮
や
か
な
赤
と
青
の
大
き
な
「
手
」
の

彫
刻
が
あ
る
。
手
の
ひ
ら
は
笑
っ
た
「
顔
」
に
な
っ
て
い
て
、
当
時

小
学
生
の
私
に
強
烈
な
印
象
を
残
し
た
。
後
に
岡
本
太
郎
の
作
品
だ

と
知
っ
た
。
そ
の
入
り
口
と
な
る
商
店
街
に
活
気
が
戻
る
こ
と
を
願

っ
て
設
置
さ
れ
た
ら
し
い
。
思
え
ば
こ
の
奇
抜
な
彫
刻
を
、
深
く
考

え
ず
素
直
に
受
け
止
め
た
。
そ
の
商
店
街
を
意
識
す
る「
き
っ
か
け
」

に
な
り
、
ア
ー
ト
と
聞
い
て
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
作
品
だ
。（
力
）

セ
ノ
ー
テ
に
潜
る
シ
ー
ン
が
鮮
烈
で
夢
か
現
か
わ
か
ら
な
く
な
り
呼

吸
す
ら
忘
れ
た
…
そ
ん
な
体
験
も
し
た
今
回
の
特
集
。
当
初
、「
水
」

を
切
り
口
に
話
を
聞
く
の
は
や
や
強
引
か
と
案
じ
た
の
は
杞
憂
に
終

わ
り
、表
現
や
作
品
に
込
め
た
思
い
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。「
わ
か

ら
な
い
か
ら
描
く
し
、
描
き
な
が
ら
考
え
て
い
る
」
と
い
う
大
小
島

真
木
さ
ん
の
言
葉
に
芸
術
の
根
っ
こ
を
見
た
思
い
が
す
る
と
同
時
に
、

「
水
の
文
化
」
も
そ
う
あ
ら
ね
ば
と
思
っ
た
。（
前
）
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芸
術
と
水

（上）グラスの縁をこすって振動を与え、音を奏でるグラ
スハープ。国内唯一のプロ奏者、大橋エリさんが指を
滑らせると、調律のために入れた水に波紋が生まれた
撮影：大平正美

（下）隣地から移植した318本の落葉樹、渓流の水を
引き込んだ160の池が広がるアートビオトープ「水庭」。
四季を通じてさまざまな表情を見せるアートスポット
撮影：藤牧徹也

表紙：2022年10月13日から
12月25日、千葉市美術館で
開かれた「つくりかけラボ09 
大小島真木｜コレスポンダン
ス」でインスタレーションを制
作する現代美術家の大小島
真木さん
撮影：川本聖哉

水
の
文
化 

73
　February 2023

特
集
　
芸
術
と
水


