
（上）取材中に偶然会えた、四万十川
で岩から飛び降りる女の子。この流
域にはまだ「川ガキ」が存在している
撮影：渡邉まり子

（下）昭和20年代後半、大阪府堺市
で夏期に開かれる「浜寺水練学校」
で泳ぎを教わる子どもたち。この頃は
まだふんどし姿で泳いでいた
出典：『毎日新聞社 浜寺水練学校
１００年史』（毎日新聞大阪本社 2006）

表紙：茨城県水戸市に古くから
伝わる「水府流（すいふりゅう）水
術」の泳法「筏流（いかだながし）」。
先頭の泳者があおむけになって
手のかきだけで前進し、その足に
次 と々つかまって流れていく浮身

（うきみ）の組泳ぎ。水府流水術協
会の皆さんが披露してくれた
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水の文化 77号　ひとしずく 4

　

公
園
や
プ
ー
ル
と
同
じ
よ
う
に
川

な
ど
の
水
辺
を
日
常
的
な
遊
び
場
に

し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い
る
。
彼

ら
彼
女
ら
は
自
宅
か
ら
水
着
姿
の
ま

ま
で
川
へ
と
向
か
い
、
友
だ
ち
や
き

ょ
う
だ
い
と
競
い
合
う
よ
う
に
泳
ぎ
、

水
中
へ
潜
っ
て
遊
ん
で
い
る
。
中
に

は
網
や
モ
リ
を
握
り
し
め
な
が
ら
魚

を
追
い
か
け
、
度
胸
試
し
を
楽
し
む

た
め
に
橋
な
ど
か
ら
飛
び
込
む
子
ど

も
た
ち
も
い
る
。
遊
び
疲
れ
る
と
河

原
の
岩
な
ど
で
冷
え
た
身
体
を
温
め
、

夕
方
近
く
ま
で
水
辺
で
過
ご
し
た
り

も
す
る
。
遊
び
方
は
環
境
や
年
齢
、

地
域
や
季
節
に
よ
っ
て
様
々
だ
が
、

ど
の
子
も
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
の
笑

顔
を
し
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。
こ
の

よ
う
な
子
ど
も
た
ち
を
わ
た
し
は
親

し
み
を
込
め
て
「
川
ガ
キ
」
と
呼
ん

で
い
る
。

　

川
ガ
キ
が
〝
生
息
〟
す
る
地
域
で

は
、
そ
こ
に
暮
ら
す
大
人
た
ち
も
元

川
ガ
キ
の
確
率
が
高
く
、
水
辺
へ
の

関
心
が
強
い
傾
向
に
あ
る
。
小
さ
な

頃
か
ら
川
に
親
し
ん
で
き
た
人
が
多

い
た
め
、
子
ど
も
が
水
辺
で
遊
ぶ
の

は
し
ぜ
ん
な
こ
と
だ
と
理
解
し
、
放

任
で
は
な
く
認
知
し
て
い
る
の
だ
。

　

川
遊
び
は
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で

も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
地
域
で
は

大
人
た
ち
が
川
の
流
れ
や
地
形
を
把

握
し
て
お
り
、
強
い
力
で
深
み
へ
引

き
込
ま
れ
る
場
所
な
ど
を
事
前
に
子

ど
も
た
ち
に
教
え
た
り
も
し
て
い
る
。

楽
し
さ
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
ど
こ

が
危
な
い
か
を
地
域
の
大
人
が
熟
知

し
、
見
守
っ
て
い
る
の
だ
。
子
ど
も

た
ち
も
経
験
を
重
ね
な
が
ら
楽
し
く

遊
ぶ
た
め
の
知
恵
を
つ
け
、
年
長
者

が
年
少
者
の
面
倒
を
み
て
い
た
り
す

る
。
川
で
の
事
故
を
防
ぐ
に
は
起
こ

り
得
る
リ
ス
ク
を
知
る
こ
と
が
必
要

で
、
危
な
い
と
こ
ろ
に
は
近
づ
か
ず
、

普
段
と
違
う
水
位
や
水
温
の
変
化
に

気
づ
い
た
時
に
は
迷
わ
ず
遊
び
を
止

め
る
こ
と
が
大
切
だ
。
子
ど
も
た
ち

は
親
だ
け
で
な
く
地
域
の
大
人
か
ら

時
に
は
叱
ら
れ
な
が
ら
、
川
と
の
付

き
合
い
方
を
学
ん
で
い
る
。

　

川
ガ
キ
生
息
地
の
中
に
は
、
場
所

を
指
定
し
て
地
区
公
認
の
水
泳
場
を

設
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
長
崎

県
川
棚
町
を
流
れ
る
石
木
川
も
そ
の

ひ
と
つ
で
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
は

気
温
が
高
く
な
る
５
月
頃
か
ら
川
で

長崎県川棚町を流れる石木川にて（2023 年 8月）撮影：村山嘉昭

川
ガ
キ
と
共
生
す
る

地
域
の
未
来

ひ
と
し
ず
く

村
山
嘉
昭

写
真
家
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遊
び
は
じ
め
る
。
石
木
川
は
県
内
で

も
有
数
の
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
生
息
地
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
地
区
の
住

民
は
ホ
タ
ル
と
同
じ
く
ら
い
子
ど
も

た
ち
が
遊
べ
る
環
境
を
大
切
に
扱
い
、

守
り
続
け
て
い
る
。
川
ガ
キ
が
生
息

し
て
い
く
に
は
彼
ら
を
見
守
る
大
人

の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
の
だ
。

　

か
つ
て
は
至
る
と
こ
ろ
で
姿
を
見

か
け
た
川
ガ
キ
だ
が
、
現
在
は
そ
の

存
在
が
貴
重
に
思
え
る
ほ
ど
全
国
的

に
減
少
し
て
い
る
。
水
質
悪
化
や
ダ

ム
な
ど
に
よ
る
河
川
開
発
の
環
境
変

化
も
減
少
要
因
の
ひ
と
つ
だ
と
言
え

る
が
、
水
辺
を
必
要
以
上
に
危
険
視

す
る
社
会
の
風
潮
が
絶
滅
に
拍
車
を

か
け
て
い
る
と
、
わ
た
し
は
考
え
て

い
る
。
川
か
ら
人
が
遠
ざ
か
り
、
地

域
社
会
が
水
辺
を
含
む
自
然
環
境
に

対
し
て
無
関
心
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

川
ガ
キ
は
姿
を
消
し
て
い
く
。

　

青
空
を
映
し
て
流
れ
る
川
面
に
は
、

セ
ミ
の
鳴
き
声
を
か
き
消
す
よ
う
な

笑
い
声
が
良
く
似
合
う
。
水
し
ぶ
き

を
上
げ
な
が
ら
自
然
の
中
で
遊
ぶ
川

ガ
キ
の
姿
は
、
未
来
へ
残
し
た
い
大

切
な
日
本
の
原
風
景
と
も
言
え
る
存

在
だ
。
川
ガ
キ
を
絶
滅
さ
せ
な
い
た

め
に
も
、
身
近
な
水
辺
環
境
に
関
心

を
向
け
て
欲
し
い
と
思
う
。

村山嘉昭（むらやま よしあき）
1971 年に横浜で生まれ、鶴見川水系の環境で育つ。農業系出版社の写真部勤務を経て、2005 年に独立。
2017 年に吉野川水系の徳島市へ移住。日本写真家協会会員。著書に『川ガキ』（飛鳥新社・2012 年）『石
木川のほとりにて〜 13 家族の物語』（パタゴニア・2016 年）『サバニ 旅をする舟』（海想・2016 年）など。

長崎県川棚町を流れる石木川にて（2023 年 8月）撮影：村山嘉昭
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ヒ
ト
の
体
が
水
に

浮
く
の
は
な
ぜ
か
？

泳
ぐ
ヒ
ト
と
水
と
の
関
係
を
知
る
に

は
、
ま
ず
水
の
物
性
を
理
解
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
空
気
と
比
較

「泳ぐ」を考える場合、「水」の物性や抵抗を外すことは
できません。水中で身体が浮くしくみや、泳ぐのに適した
水温と体温の関係など、意外と知らないさまざまなことを
「水泳・水中運動」に関する力学がご専門の高木英樹
さんに解説していただきました。

実験用の回流水槽で泳者に作用
する抵抗力を測定している
提供：高木英樹さん

「泳ぐ」にまつわる

水とヒ
ト

あらためて考える
水泳文化の未来

【スポーツ科学】

水の文化 77号　特集　みんな、泳いでる？
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す
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。

空
気
に
は
熱
を
伝
え
に
く
い
性
質
が

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
寒
冷
地
で
窓
を
二

重
構
造
（
ダ
ブ
ル
サ
ッ
シ
）
に
す
る
家
が
多

い
の
は
、
空
気
の
層
を
保
ち
冷
た
い
外

気
を
で
き
る
だ
け
遮
断
す
る
た
め
で
す
。

一
方
、
水
は
熱
を
伝
え
や
す
い
の
で
、

水
温
が
体
温
よ
り
低
い
と
身
体
か
ら
熱

が
奪
わ
れ
ま
す
。
公
共
の
プ
ー
ル
で
は

水
温
を
28
℃
〜
30
℃
に
設
定
し
て
い
ま

す
が
、
競
泳
の
国
際
大
会
な
ど
で
は
26

℃
前
後
に
設
定
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
激

し
い
運
動
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
大
量
の

熱
が
体
内
で
生
産
さ
れ
、
水
温
が
体
温

よ
り
低
く
な
い
と
十
分
に
熱
が
放
散
さ

れ
ず
、
動
き
に
く
く
な
る
か
ら
で
す
。

ま
た
、
水
も
空
気
も
流
体
で
す
が
、

水
は
空
気
よ
り
も
８
０
０
〜
９
０
０
倍

ほ
ど
密
度
が
高
い
の
で
、
水
中
で
は
動

き
に
く
く
、
速
く
泳
ぐ
こ
と
は
体
力
的

に
も
技
術
的
に
も
難
し
い
の
で
す
。

水
の
密
度
の
高
さ
は
抵
抗
だ
け
で
は

な
く
、
浮
力
も
発
生
さ
せ
ま
す
。
水
に

入
る
と
身
体
が
水
を
押
し
の
け
ま
す
が
、

水
面
に
近
い
（
浅
い
）
部
分
は
水
圧
が
低

く
、
水
面
か
ら
遠
い
（
深
い
）
部
分
は
水

圧
が
高
い
。
そ
の
水
圧
の
差
で
身
体
に

浮
力
が
発
生
す
る
の
で
す
。
実
は
空
気

中
で
も
、
身
体
は
空
気
を
押
し
退
け
て

い
る
の
で
浮
力
が
働
い
て
い
る
の
で
す

が
、
空
気
の
密
度
は
微
々
た
る
も
の
な

の
で
感
じ
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
海
の
ほ

う
が
浮
き
や
す
い
の
は
、
溶
け
て
い
る

「泳ぐ」にまつわる

「泳ぐ」にまつわる水とヒト ――あらためて考える水泳文化の未来
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塩
分
に
よ
っ
て
密
度
が
高
い
か
ら
で
す
。

水
の
物
性
の
特
徴
を
泳
ぐ
こ
と
に
関

連
し
て
ま
と
め
る
と
、
熱
電
率
が
高
い

の
で
水
泳
に
適
し
た
水
温
が
あ
り
、
密

度
が
高
い
の
で
抵
抗
は
大
き
い
も
の
の

浮
力
も
生
む
と
い
う
こ
と
で
す
。

泳
ぐ
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と

水
中
で
の
身
体
の
変
化

水
中
で
起
こ
る
身
体
の
変
化
と
し
て

は
、
ま
ず
体
温
よ
り
低
い
温
度
の
水
に

浸
か
る
と
熱
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
血

管
が
収
縮
し
ま
す
が
、
す
ぐ
に
代
謝
を

上
げ
て
熱
の
生
産
性
を
促
進
す
る
生
理

的
反
応
が
起
こ
り
ま
す
。
冷
た
い
水
に

入
る
と
身
体
が
ブ
ル
ブ
ル
震
え
る
の
は
、

筋
肉
を
収
縮
さ
せ
て
熱
を
発
生
さ
せ
て

い
る
証
拠
で
す
。
そ
し
て
、
34
℃
〜
35

℃
の
水
温
だ
と
温
か
く
も
冷
た
く
も
感

じ
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
不
感
温

度
」
と
い
い
、
熱
い
風
呂
に
浸
か
る
習

慣
の
な
い
欧
米
人
は
33
℃
〜
34
℃
と
日

本
人
よ
り
も
若
干
低
め
で
す
。
35
℃
〜

36
・
５
℃
に
な
る
と
自
律
神
経
系
の
な

か
の
副
交
感
神
経
の
活
動
が
優
位
に
な

り
、
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
効
果
が
高
ま

り
ま
す
。

水
圧
も
人
体
に
影
響
を
与
え
ま
す
。

水
圧
で
表
面
血
管
が
圧
縮
さ
れ
る
と
、

下
半
身
か
ら
心
臓
へ
と
戻
る
静
脈
血
の

循
環
量
が
増
え
、
心
拍
数
が
減
る
の
で

す
。
イ
ル
カ
や
ア
ザ
ラ
シ
で
は
も
っ
と

顕
著
で
、
潜
行
時
の
心
拍
数
は
安
静
時

よ
り
50
％
減
少
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
脳
の
血
流
を
確
保
す
る

「
潜
水
反
射
」
と
い
う
生
理
的
機
構
で

す
が
、
陸
で
の
生
活
に
適
応
し
た
は
ず

の
ヒ
ト
も
実
は
潜
水
反
射
を
も
っ
て
い

る
こ
と
は
と
て
も
興
味
深
い
で
す
。

ま
た
、
水
中
で
は
浮
力
が
働
く
た
め

体
重
を
支
え
る
力
は
少
な
く
て
す
み
ま

す
。
筋
力
が
衰
え
た
高
齢
者
で
も
膝
や

腰
へ
の
負
担
が
軽
く
な
り
、
泳
い
だ
り

歩
い
た
り
で
き
る
の
で
す
。
し
か
も
、

水
中
で
は
抵
抗
も
大
き
い
の
で
、
体
重

の
負
荷
が
少
な
い
う
え
、
ゆ
っ
く
り
泳

い
で
も
あ
る
程
度
の
運
動
量
を
稼
げ
る

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
陸
上
で
は
転

倒
が
怖
く
て
介
助
が
必
要
な
高
齢
者
で

も
、
水
中
な
ら
不
安
定
で
は
あ
り
ま
す

が
浮
力
と
抵
抗
が
あ
る
の
で
バ
タ
ン
と

倒
れ
る
こ
と
が
な
く
、
安
全
に
リ
ハ
ビ

リ
が
で
き
る
の
で
す
。

平
泳
ぎ
か
ら
始
ま
っ
た

ヒ
ト
の
泳
法

最
初
の
ア
テ
ネ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
行

な
わ
れ
た
競
泳
は
、
今
で
い
う
と
こ
ろ

高木さんの研究室が取り組むクロール泳の解明に関する実験
風景　提供：高木英樹さん

TAKAGI Hideki
1962年岐阜県生まれ。筑波大学体育専
門学群卒業、同大学院体育研究科修士
課程修了。博士（工学）。三重大学教育
学部講師、筑波大学体育科学系講師な
どを経て2011年より現職。共通教育の
水泳実技を担当し、水泳の楽しさを伝え
るために学生とともに泳ぐ。2010～
2011年は水球男子日本代表チーム監督
を務めた。著書に『人はどこまで速く泳げ
るのか』などがある。

インタビュー

高木 英樹さん

筑波大学 体育系 教授
クロールにおける初心者、中級者、上級者に見る腕の動かし方（推進力）の違い

中級者
肩関節を中心に、腕をまっすぐ伸ばしたままぐるぐる
回す。これだと推進力を生むのは体の真下をかい
ているときだけなので懸命に水をかいても進まない

肘を曲げてまっすぐに後ろにかく。かき始めこそ慣
性力が得られるものの、水の塊が渦をつくりながら
後方へ流れ出るので十分な慣性力が得られない

初心者

水の文化 77号　特集　みんな、泳いでる？
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の
自
由
形
で
し
た
が
、
ほ
ぼ
全
員
が
平

泳
ぎ
で
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
最
古
の
水

泳
教
本
で
も
平
泳
ぎ
を
教
え
て
い
ま
す
。

平
泳
ぎ
が
な
ぜ
ヒ
ト
に
向
い
て
い
る

か
と
い
う
と
、
顔
を
前
へ
上
げ
て
手
足

を
か
く
と
気
道
が
開
く
の
で
呼
吸
が
し

や
す
い
か
ら
で
す
。
か
い
た
手
を
水
の

上
に
出
す
と
、
水
の
な
か
に
浸
か
っ
て

い
る
体
積
が
少
な
く
な
る
の
で
、
浮
力

が
小
さ
く
な
っ
て
沈
ん
で
し
ま
い
ま
す

か
ら
、
よ
ほ
ど
上
手
に
水
を
と
ら
え
て

い
な
い
と
顔
を
上
げ
っ
ぱ
な
し
に
は
で

き
ま
せ
ん
。
し
か
し
平
泳
ぎ
は
、
か
い

た
腕
も
足
も
そ
の
ま
ま
戻
し
ま
す
。
浮

力
の
変
動
が
少
な
く
息
も
し
や
す
い
の

で
最
初
に
発
達
し
た
の
が
平
泳
ぎ
な
の

で
す
。

平
泳
ぎ
で
か
い
た
手
を
水
中
で
戻
す

と
浮
力
の
変
動
は
少
な
い
で
す
が
、
戻

す
と
き
に
抵
抗
が
生
ま
れ
る
の
で
、
速

く
泳
ぐ
の
に
は
向
い
て
い
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
も
っ
と
速
く
泳
ぐ
た
め
に
生
ま
れ

た
の
が
、
手
を
抵
抗
の
少
な
い
空
気
中

に
出
す
背
泳
ぎ
、
ク
ロ
ー
ル
、
バ
タ
フ

ラ
イ
で
す
。
こ
れ
ら
は
平
泳
ぎ
と
は
逆

で
、
足
よ
り
も
手
の
推
進
力
の
ほ
う
が

大
き
い
こ
と
を
利
用
し
て
速
く
泳
ぐ
方

法
で
す
。
日
本
に
は
横
泳
ぎ
の
古
式

（
日
本
）
泳
法
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

も
か
い
た
手
を
水
中
に
戻
す
の
で
速
く

泳
ぐ
に
は
不
利
で
す
。

近
代
四
泳
法
は
、
平
泳
ぎ
→
背
泳
ぎ

→
ク
ロ
ー
ル
→
バ
タ
フ
ラ
イ
の
順
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
ド
ル
フ
ィ
ン
キ
ッ
ク
と

呼
ば
れ
る
両
足
を
揃
え
て
上
下
に
動
か

す
現
在
の
バ
タ
フ
ラ
イ
の
泳
法
を
考
案

し
た
の
は
１
９
５
４
年
（
昭
和
29
）、
日
本

の
長
沢
二
郎
選
手
で
す
。
膝
を
痛
め
て

平
泳
ぎ
の
「
カ
エ
ル
足
」
が
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
か
ら
仕
方
な
く
開
発
し
た
、

い
う
な
れ
ば
〈
怪
我
の
功
名
〉
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
と
も
と
ず
ん
ぐ

り
む
っ
く
り
の
日
本
人
の
体
型
は
、
手

足
が
長
く
ス
ラ
リ
と
し
た
欧
米
人
に
比

べ
て
競
泳
に
は
向
い
て
い
ま
せ
ん
。
水

の
圧
力
抵
抗
は
流
線
型
に
近
い
細
長
い

体
型
の
ほ
う
が
少
な
く
て
す
む
か
ら
で

す
。「
フ
ジ
ヤ
マ
の
ト
ビ
ウ
オ
」
と
言
わ

れ
た
古
橋
廣
之
進
選
手
が
戦
後
ま
も
な

く
新
記
録
を
樹
立
し
、
一
時
期
、
日
本

人
が
世
界
の
競
泳
を
牽
引
し
ま
し
た
。

古
橋
選
手
は
、
で
き
る
だ
け
長
く
水
を

か
く
た
め
に
、
ま
っ
す
ぐ
で
は
な
く
ジ

グ
ザ
ク
に
手
を
動
か
す
と
い
っ
た
独
自

の
泳
法
技
術
の
工
夫
に
よ
っ
て
日
本
人

の
不
利
な
体
形
の
ハ
ン
デ
を
乗
り
越
え

た
の
で
す
。

本
来
の
水
泳
文
化
は

「
自
分
の
身
を
守
る
術
」

四
方
を
海
に
囲
ま
れ
河
川
・
湖
沼
の

多
い
日
本
ほ
ど
水
に
恵
ま
れ
た
国
は
あ

り
ま
せ
ん
。
日
本
人
は
水
に
入
る
こ
と

に
さ
ほ
ど
抵
抗
が
な
い
で
す
し
、
古
式

泳
法
も
各
地
で
発
達
し
ま
し
た
。
そ
う

し
た
素
地
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
古
橋

選
手
を
筆
頭
に
近
代
泳
法
の
キ
ャ
ッ
チ

ア
ッ
プ
が
早
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
日

本
で
水
泳
の
文
化
が
発
展
し
て
き
た
の

は
必
然
性
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
運
動
文
化
を
今
後
も
継
承
し
た
い

も
の
で
す
。

昨
今
、
水
難
事
故
が
頻
発
し
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
の

水
泳
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
高
齢
者
に

も
ふ
さ
わ
し
い
運
動
習
慣
と
し
て
の
水

泳
と
い
う
効
用
も
大
切
で
す
。
し
か
し
、

も
う
一
度
、
基
本
に
戻
っ
て
、
水
難
事

故
か
ら
自
分
の
身
を
守
る
術
と
し
て
の

水
泳
と
い
う
側
面
を
強
調
す
べ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
泳
は
他
人
か
ら
教
わ
っ
た
り
、
他

人
の
泳
ぎ
を
じ
っ
く
り
見
覚
え
て
真
似

し
な
い
と
な
か
な
か
身
に
つ
か
な
い
の

で
、
文
化
と
し
て
継
承
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
大
学
で
教
員
志
望
の
学
生

に
次
の
よ
う
な
教
え
方
を
講
義
し
て
い

ま
す
。
水
中
で
パ
ニ
ッ
ク
に
な
ら
な
い

た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
ど
う

や
っ
て
助
け
を
待
つ
か
、
着
衣
の
ま
ま

ど
う
す
れ
ば
泳
げ
る
か
―
―
ま
ず
そ
れ

ら
を
習
得
し
て
か
ら
、
泳
法
や
速
い
泳

ぎ
方
な
ど
に
つ
い
て
学
ぶ
の
で
す
。

今
こ
そ
原
点
に
立
ち
返
り
「
自
己
保

全
能
力
と
し
て
の
水
泳
」
の
運
動
文
化

を
継
承
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
２
４
年
４
月
11
日
取
材
）

出典：高木英樹著『人はどこまで速く泳げるのか』（岩波書店 2002）を参考に編集部作成

上級者
水底（真下）から見た動き

入水後に腕を曲げるが、常に肘が指先より高い位
置を保ち、S字を描くようにジグザグにかくため推進
力が得られる。前方から見るとスクリューに似ている

前方から見た
手の動き

【スポーツ科学】

「泳ぐ」にまつわる水とヒト ――あらためて考える水泳文化の未来



国
策
を
背
景
に
誕
生
し
た

誰
も
が
泳
げ
る
水
練
場

　

浜
寺
水
練
学
校
（
以
下
、
ハ
マ
ス
イ
）
の

誕
生
は
１
９
０
６
年
（
明
治
39
）（
注
２
）。

日
露
戦
争
の
講
和
の
翌
年
で
、
夏
目
漱

石
の
『
坊
ち
ゃ
ん
』
が
発
表
さ
れ
た
年

で
も
あ
る
。
欧
米
と
肩
を
並
べ
た
と
い

う
実
感
の
も
と
、
国
民
が
さ
ら
な
る
発

展
を
期
待
す
る
明
る
い
時
代
だ
っ
た
。

「
日
本
人
は
も
っ
と
体
を
鍛
え
る
べ
き

だ
。
海
に
囲
ま
れ
た
国
な
の
だ
か
ら
、

泳
ご
う
。
当
時
は
そ
ん
な
国
策
が
あ
っ

た
ん
で
す
ね
。『
み
ん
な
泳
げ
な
あ
か
ん

の
や
』
と
。
そ
れ
で
毎
日
新
聞
社
が
、

陸
軍
が
管
理
し
て
い
た
浜
寺
の
海
岸
を

借
り
受
け
、
水
練
場
と
海
水
浴
場
を
つ

く
っ
た
。
そ
こ
で
泳
ぎ
の
指
導
が
始
ま

っ
た
の
で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
能
島
流
の
第
二
十
三

代
宗
家
で
あ
り
、
同
校
の
師
範
を
務
め

る
吉
村
道
和
さ
ん
だ
。

　

毎
日
新
聞
社
は
こ
の
水
練
場
の
開
設

を
伝
え
る
社
告
で
「
平
民
的
海
泳
練
習

所
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
当

時
、
水
泳
は
限
ら
れ
た
人
た
ち
の
も
の

で
、
誰
も
が
使
え
て
泳
ぎ
の
練
習
が
で

き
る
海
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
初
年
度

か
ら
１
１
７
２
人
（
注
３
）
が
参
加
し
た

と
い
う
活
況
か
ら
も
、
人
々
が
泳
ぎ
を

通
じ
た
鍛
錬
の
場
を
強
く
求
め
て
い
た

the mid-1950s

浜寺水練学校の師範を
務める吉村道和さん

浜辺いっぱいに広がって体操する浜寺水練学校の生徒たち（昭和30年頃）
出典：『毎日新聞社 浜寺水練学校100年史』（毎日新聞大阪本社 2006）

大
阪
平
野
の
南
、
大
阪
湾
に
一
部
を
面
す
る
堺
市
に
、
７
月
か
ら
８
月
に
か
け
て

開
校
す
る
泳
ぎ
の
学
校
「
浜は
ま

寺で
ら

水す
い

練れ
ん

学
校
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
歴
史
は
１
１

０
年
超
。
日
本
泳
法
・
能の

島じ
ま

流
（
注
１
）
の
教
え
を
土
台
と
し
、
多
く
の
人
々
に
水

泳
の
楽
し
さ
を
伝
え
て
き
た
こ
の
学
校
の
歩
み
を
た
ど
る
と
、
日
本
の
大
衆
に
水

泳
が
定
着
し
て
い
く
過
程
の
一
部
が
見
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

水
を
怖
れ
ず
、侮
ら
ず
、逆
ら
わ
な
い
！

【身体教育・生活文化】

10水の文化 77号　特集　みんな、泳いでる？



こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
頃
の
日
本
に
は
ク
ロ
ー
ル
な
ど

近
代
泳
法
は
伝
来
し
て
い
な
い
。
指
導

は
日
本
泳
法
に
則
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

吉
村
さ
ん
は
こ
う
語
る
。

「
明
治
以
前
の
日
本
泳
法
は
武
芸
の
よ

う
な
も
の
。
あ
ま
り
門
外
に
は
出
さ
ず
、

限
ら
れ
た
人
が
受
け
継
い
で
い
く
技
術

だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
水
練
場
で
子

ど
も
を
中
心
と
し
た
多
く
の
人
び
と
に

泳
ぎ
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
先
生
た

ち
は
、
ど
ん
な
指
導
を
す
べ
き
か
、
改

め
て
考
え
を
巡
ら
せ
た
よ
う
で
す
」

　

指
導
を
担
っ
た
人
び
と
の
な
か
に
は
、

日
本
を
代
表
す
る
よ
う
な
泳
ぎ
手
も
い

た
。
彼
ら
は
大
衆
に
泳
ぎ
を
教
え
る
こ

と
に
誇
り
を
持
ち
、
強
い
情
熱
が
あ
っ

た
。

　

当
時
の
指
導
で
は
速
く
泳
ぐ
こ
と
は

重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
目
指
し
て
い
た

の
は
泳
げ
な
い
子
を
泳
げ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。
ハ
マ
ス
イ
が

〈
水
泳
訓
〉（
注
４
）
と
し
て
掲
げ
、
今
も

大
切
に
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
〈
水
を

怖
る
る
こ
と
な
か
れ
〉
の
精
神
を
根
づ

か
せ
る
こ
と
に
注
力
し
て
い
た
。

「
砂
浜
を
使
っ
て
カ
エ
ル
足
の
練
習
を

し
た
り
、
浜
寺
の
遠
浅
の
海
で
身
体
の

浮
か
し
方
を
教
え
た
り
と
、
自
然
環
境

を
う
ま
く
利
用
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
怖
さ
を
取
り
除
き
、
水
に
浸

か
る
喜
び
を
伝
え
る
。
す
る
と
、
す
ぐ

に
楽
し
く
な
っ
て
自
分
か
ら
い
ろ
い
ろ

な
泳
法
を
覚
え
る
。
海
水
な
の
で
、
プ

ー
ル
よ
り
は
る
か
に
動
き
や
す
か
っ
た

と
い
う
の
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　

日
本
泳
法
が
指
導
の
基
礎
の
ハ
マ
ス

イ
だ
が
、
近
代
泳
法
も
ど
こ
よ
り
も
早

く
指
導
に
採
り
入
れ
て
い
た
の
も
お
も

し
ろ
い
。
新
聞
社
が
母
体
で
あ
っ
た
た

め
、
情
報
を
手
に
入
れ
や
す
い
環
境
が

あ
っ
た
か
ら
だ
と
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
ハ
マ
ス
イ
の
先
進
性
を
表
す

も
の
の
一
つ
に
、
１
９
２
５
年
（
大
正
14
）

よ
り
始
ま
っ
た
「
楽ら

く

水す
い

群ぐ
ん

像ぞ
う

」（
注
５
）
が

あ
る
。
こ
れ
は
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
ド
ス

イ
ミ
ン
グ
、
今
の
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ッ
ク

2022

多くの生徒と保護者が参加して行なわれた浜寺水練学校の開校式（2022年7月20日）
提供：毎日新聞社

（注１）
海賊泳法ともいわれる。能島村

上水軍がルーツで、後に紀州

藩に召し抱えられた歴史をもつ。

（注2）
正式に学校組織となったのは

1922年（大正11）。

（注3）
期間中の延べ人数。

（注4）
同校の初代師範・井上富造氏

が示した三訓
一、水を怖るることなかれ

二、水を侮ることなかれ

三、水に逆らうことなかれ

（注5）
昭和に入ると音楽に合わせて

演技するスタイルとなり、海外

に存在したシンクロナイズドスイ

ミング（当時）に近づいていった。

水
練
学
校
が
伝
え
つ
づ
け
る
泳
ぎ
の
哲
学

11 水を怖れず、侮らず、逆らわない！―水練学校が伝えつづける泳ぎの哲学



ス
イ
ミ
ン
グ
の
先
駆
け
で
、
衣
装
を
着

た
女
性
の
泳
ぎ
手
が
合
図
に
合
わ
せ
美

し
く
泳
ぐ
団
体
演
技
で
あ
る
。
立
ち
泳

ぎ
の
よ
う
な
日
本
泳
法
の
技
術
と
、
ア

メ
リ
カ
映
画
の
演
出
な
ど
か
ら
得
た
着

想
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
演

目
は
、
１
９
３
２
年
（
昭
和
７
）
に
は
宝

塚
の
プ
ー
ル
で
２
０
０
０
人
の
観
衆
を

集
め
て
披
露
さ
れ
、
喝
采
を
浴
び
た
。

神
宮
大
会
（
現
在
の
国
ス
ポ
）
で
も
演
じ
ら

れ
、
そ
の
名
は
全
国
に
轟
い
た
と
い
う
。

厳
し
く
も
楽
し
い

ハ
マ
ス
イ
で
の
日
々

　

時
は
流
れ
、
戦
中
戦
後
の
混
乱
期
も

生
き
残
っ
た
ハ
マ
ス
イ
は
、
生
徒
を
惹

き
つ
け
つ
づ
け
て
い
た
。
そ
し
て
迎
え

た
転
機
が
、
１
９
６
３
年
（
昭
和
38
）
の

海
か
ら
プ
ー
ル
へ
の
移
行
だ
。

「
一
番
多
か
っ
た
頃
は
、
６
０
０
０
人

も
の
人
た
ち
が
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

私
が
通
っ
た
の
も
そ
の
頃
で
す
が
、
も

の
す
ご
い
数
の
子
ど
も
が
校
歌
を
歌
い
、

準
備
運
動
を
す
る
様
子
は
壮
観
で
し
た
。

一
方
、
工
業
化
で
沿
岸
の
開
発
が
進
み
、

海
で
の
指
導
が
難
し
く

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、

大
阪
府
が
新
た
に
建
設

し
た
浜
寺
公
園
プ
ー
ル

に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
。

海
が
前
提
だ
っ
た
指
導

も
、
大
き
く
変
わ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
」

　

遠
泳
の
機
会
な
ど
が

減
り
、
砂
浜
で
あ
れ
ば

行
な
い
や
す
か
っ
た
足

の
動
き
の
練
習
な
ど
も
や
り
方
が
変
わ

っ
た
。
水
泳
が
鍛
錬
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
へ

と
位
置
づ
け
を
変
え
る
な
か
で
、
指
導

に
お
け
る
近
代
泳
法
の
割
合
も
徐
々
に

高
ま
っ
た
。
ふ
ん
ど
し
で
泳
い
で
い
た

男
児
た
ち
も
水
泳
パ
ン
ツ
を
履
く
よ
う

に
な
り
、
夏
休
み
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
使

っ
て
い
た
日
程
も
短
く
な
っ
た
。

　

吉
村
さ
ん
は
、
楽
し
く
も
厳
し
く
、

厳
し
く
も
楽
し
い
、
そ
ん
な
ハ
マ
ス
イ

で
の
日
々
を
振
り
返
る
。

「
頭
に
手
を
乗
せ
、
手
を
使
わ
ず
に
立

ち
泳
ぎ
を
ず
っ
と
や
る
ん
で
す
よ
。
余

裕
が
あ
り
そ
う
だ
と
、
先
生
が
肩
に
手

を
乗
せ
て
負
荷
を
か
け
て
き
て
ね
。
あ

れ
と
比
べ
る
と
、
普
通
に
泳
ぐ
の
は
ど

ん
な
に
長
距
離
で
も
屁
で
も
な
い
。
で

も
、
厳
し
い
先
生
た
ち
も
、
合
間
に
は

み
ん
な
で
楽
し
め
る
遊
び
を
た
く
さ
ん

用
意
し
て
く
れ
ま
し
た
。
最
近
は
時
間

の
制
限
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
遊
び
が

モノクロ写真出典：『毎日新聞社 浜寺水練学校100年史』（毎日新聞大阪本社 2006）

ハマスイが開校される大阪府営浜寺公園プールに隣接する現在の浜寺海岸

2024

昭和33年に長野で合宿
を行なった

シンクロナイズドスイミン
グ1期生

1クラス100名もの生徒で賑わった昭和40年代

ハマスイが戦前から行なってきた「楽水群像」。
これは日本泳法の浮身を応用した『花の形』。
1957年（昭和32）7月撮影

提供：毎日新聞社
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減
っ
て
い
る
の
は
少
し
か
わ
い
そ
う
で

す
よ
ね
。
も
う
少
し
み
ん
な
で
馬
鹿
に

な
れ
る
時
間
が
あ
れ
ば
ね
」

　

楽
し
か
っ
た
の
は
海
や
プ
ー
ル
だ
け

で
は
な
く
、
帰
り
道
に
売
店
で
買
っ
て

食
べ
た
コ
ロ
ッ
ケ
も
よ
く
覚
え
て
い
る
。

「
お
い
し
か
っ
た
で
す
よ
。
あ
の
お
店

は
コ
ロ
ッ
ケ
で
家
を
建
て
た
ん
と
ち
ゃ

う
か
な
。
子
ど
も
は
全
員
食
べ
て
い
た

か
ら
ね
」

水
泳
訓
が
指
し
示
す

水
と
人
と
の
適
切
な
関
係

　

前
述
の
ハ
マ
ス
イ
の
〈
水
泳
訓
〉
は
、

〈
水
を
怖
る
る
こ
と
な
か
れ
〉
の
後
に

〈
水
を
侮
る
こ
と
な
か
れ
〉〈
水
に
逆
ら

う
こ
と
な
か
れ
〉
と
続
く
。
泳
ぐ
楽
し

さ
を
説
い
て
か
ら
、
も
う
一
度
水
の
怖

さ
と
水
の
性
質
を
説
い
て
い
る
。

　

ハ
マ
ス
イ
に
は
独
自
の
シ
ス
テ
ム
が

あ
り
、
段
階
ご
と
の
試
験
に
合
格
し
卒

業
す
る
と
、
年
齢
に
関
係
な
く
先
生
に

な
れ
る
。
泳
ぎ
が
得
意
な
吉
村
さ
ん
は
、

小
学
生
な
が
ら
指
導
側
に
回
っ
て
い
た

が
、
こ
ん
な
出
来
事

に
遭
っ
た
。

「
先
生
だ
け
が
参
加

す
る
慰
労
会
で
遠
泳

を
し
た
ん
で
す
。
最

後
尾
を
自
信
た
っ
ぷ

り
に
泳
い
で
い
た
ら
、

突
然
現
れ
た
渦
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
も

が
く
と
、
渦
が
逆
転
し
は
じ
め
て
そ
こ

か
ら
飛
び
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
必
死

に
岩
に
し
が
み
つ
い
た
も
の
の
、
引
き

波
で
身
体
が
も
っ
て
い
か
れ
そ
う
に
な

り
傷
だ
ら
け
に
な
っ
た
。
あ
の
と
き
の

自
分
は
、水
を
侮
っ
て
い
た
し
、逆
ら
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
う
。
命
を
守
る

こ
と
こ
そ
が
水
泳
と
す
る
な
ら
、
大
事

な
の
は
〈
水
泳
訓
〉。
こ
れ
に
尽
き
る
」

　

怖
れ
ず
、
侮
ら
ず
、
逆
ら
わ
な
い
。

水
泳
を
誰
も
が
楽
し
め
る
も
の
に
し
た

い
と
思
っ
た
人
々
の
情
熱
で
育
ち
、
引

き
継
が
れ
て
き
た
ハ
マ
ス
イ
。
そ
こ
で

貫
か
れ
る
哲
学
は
、
人
と
水
と
が
築
く

べ
き
関
係
の
真
髄
の
よ
う
に
も
感
じ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
時
代
が
変
わ
り
、
水
泳

を
取
り
巻
く
風
景
が
様
変
わ
り
し
て
も
、

色
あ
せ
る
こ
と
が
な
い
の
だ
ろ
う
。

（
２
０
２
４
年
４
月
19
日
取
材
）

ハマスイが開校される大阪府営浜寺公園プールに隣接する現在の浜寺海岸

2024

昭
和
30
年
代
の
浜
寺
海
岸
で
習
熟
度
ご
と
に

分
か
れ
て
練
習
す
る
生
徒
た
ち

海に浮かびなが
ら休憩する生徒

たち。これ

も「浮身（うき
み）」の大事な

練習

能島流が泳法
の基本とする「

カエル足」を習
う

ふんどし姿の生
徒たち。砂浜な

らばカエル足も

指導しやすかっ
た

【身体教育・生活文化】

13 水を怖れず、侮らず、逆らわない！―水練学校が伝えつづける泳ぎの哲学
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海
水
浴
の
原
点
は

禊
か
ら
の
潮
湯
治

現
在
の
海
水
浴
客
数
は
年
間
６
０
０

万
人
ほ
ど
で
す
が
、
ピ
ー
ク
時
の
１
９

８
５
年
（
昭
和
60
）
は
約
３
８
０
０
万
人

で
し
た
。
そ
の
当
時
、
高
度
経
済
成
長

を
遂
げ
た
日
本
で
は
、
１
９
６
０
年
代

後
半
か
ら
大
衆
乗
用
車
が
登
場
し
、
道

路
網
も
整
備
さ
れ
て
「
家
族
４
人
で
海

水
浴
」
が
流
行
し
ま
し
た
。

海
水
浴
の
歴
史
を
紐
解
く
と
、
そ
の

源
は
潮し
お
と
う湯

治じ

と
さ
れ
ま
す
が
、
実
は
禊

み
そ
ぎ

に
ま
で
遡
り
ま
す
。
伊い

ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

弉
諾
尊
が
黄よ

み泉

の
国
か
ら
帰
っ
て
身
を
清
め
る
た
め
に

禊
を
行
な
っ
た
と
伝
わ
る
宮
崎
県
の
御
み
そ
ぎ

池
は
、
位
置
的
に
は
か
つ
て
海
だ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
伊
弉
諾
尊
は

海
水
を
浴
び
た
、
海
に
身
を
浸
し
た
と

も
考
え
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。

禊
は
の
ち
に
簡
略
化
さ
れ
て
手ち
ょ
う
ず水
と

な
り
、
水
を
浴
び
る
行
為
も
心
身
を
浄

化
す
る
と
い
う
本
来
の
意
味
か
ら
、
体

を
洗
い
清
め
る
澡そ
う
よ
く浴
へ
と
変
わ
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
「
浴あ

み
」
が
潮

湯
治
へ
と
つ
な
が
る
の
で
す
。

潮
湯
治
に
は
大
き
く
２
つ
の
流
れ
が

あ
り
ま
し
た
。
１
つ
は
海
の
水
を
汲
ん

で
き
て
沸
か
し
て
浴
び
る
も
の
。
平
安

時
代
の
貴
族
は
し
ば
し
ば
暴
漢
に
襲
わ

れ
た
の
で
外
出
で
き
ず
、
屋
敷
や
離
宮

に
海
水
を
運
ん
で
沸
か
し
て
浸
か
っ
て

い
ま
し
た
。
の
ち
に
温
泉
地
で
逗
留
し

て
湯
に
浸
か
る
「
湯
治
」
に
変
わ
り
ま

す
が
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
海
水
に
浸

か
る
こ
と
を
潮
湯
治
と
呼
ん
だ
の
で
す
。

も
う
１
つ
は
、
地
域
の
習
わ
し
と
し

て
生
ま
れ
た
民
間
療
法
と
し
て
の
潮
湯

治
で
す
。
愛
知
県
常
滑
市
の
大
野
浦
で

は
平
安
時
代
か
ら
海
に
浸
か
っ
て
波
を

浴
び
、
浜
辺
で
甲
羅
干
し
を
す
る
こ
と

を
日
に
何
度
も
繰
り
返
し
ま
し
た
。
江

戸
幕
府
二
代
将
軍
の
徳
川
秀
忠
も
腫
れ

物
の
治
療
で
大
野
浦
を
訪
れ
、
潮
湯
治

を
行
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

語
源
は
泳
ぐ
で
は
な
く

「
海
の
水
を
浴
び
る
」

海
水
浴
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
の

は
江
戸
後
期
で
し
た
。
こ
の
頃
に
は
病
や
ま
い

の
人
だ
け
で
な
く
、
健
康
な
人
た
ち
も

海
に
入
っ
て
波
と
戯
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
潮
湯
治
と
い
う
言
葉
で

は
説
明
が
つ
か
な
く
な
り
、
海
で
水
浴

び
＝
海
水
浴
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
た
だ
し
、

読
み
が
「
か
い
す
い
よ
く
」

な
の
か
「
う
み
み
ず
あ
み
」

な
の
か
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
。

幕
末
の
医
官
、
林
洞ど
う
か
い海
が
オ

ラ
ン
ダ
語
を
翻
訳
す
る
な
か
で

海
水
浴
も
日
本
語
に
し
た
の
で

す
が
、
ま
さ
に
直
訳
で
海
水
浴
。

英
語
で
は
「sea bathing

」
で
す
。

日
本
人
は
「sea sw

im
m

ing

じ

ゃ
な
い
の
？
」
と
思
い
ま
す
が
、

ド
イ
ツ
語
も
フ
ラ
ン
ス
語
も
「
泳

ぐ
」
で
は
な
く
「
浴
び
る
」。
た

し
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
は
海

辺
で
泳
ぐ
よ
り
も
日
光
浴
を
す
る
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
ね
。
１
８
７
４
年

（
明
治
７
）
に
あ
る
新
聞
が
「
か
い
す
い
よ

く
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
ま
す
が
、
し

ば
ら
く
は
「
う
み
み
ず
あ
み
」
と
使
い

分
け
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

明
治
時
代
に
な
る
と
、
治
療
法
と
し

て
の
海
水
浴
に
関
心
が
高
ま
り
ま
す
。

例
え
ば
後
藤
新
平
は
『
尾
張
名
所
図

会
』
に
描
か
れ
て
い
た
潮
湯
治
・
海
水

浴
の
人
び
と
の
姿
に
興
味
を
募
ら
せ
、

１
８
７
９
年
（
明
治
12
）
に
愛
知
県
の
佐

久
島
へ
、
翌
々
年
に
は
大
野
浦
へ
出
向

い
て
い
ま
す
。
科
学
的
知
見
に
基
づ
く

潮
湯
治
・
海
水
浴
の
近
代
化
が
必
要
だ

と
考
え
た
後
藤
は
啓
蒙
書
と
し
て
『
海

水
功
用
論 

附
海
濱
療
法
』
を
１
８
８

２
年
（
明
治
15
）
に
出
版
し
ま
す
。
明
治

夏
の
季
語
に
も
な
っ
て
い
る「
海
水
浴
」。家

族
や
気
の
置
け
な
い
友
だ
ち
な
ど
と
、太

陽
に
照
ら
さ
れ
た
ま
ぶ
し
い
海
で
泳
い
だ

―
そ
ん
な
経
験
が
あ
る
方
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。潮
湯
治
か
ら
始
ま
っ

た
と
さ
れ
る
海
水
浴
の
歴
史
と
未
来
に
つ

い
て
、海
洋
建
築
が
ご
専
門
の
畔

く
ろ
や
な
ぎ柳

昭
雄

さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

泳
ぐ
だ
け
じ
ゃ
な
い
?!

「
海
離
れ
」の
今
こ
そ
海
辺
を
考
え
る

（注１）武芸十八般
武芸十八番ともいわれた。柔術、剣術、
居合術、水術などが含まれるが、18種
の呼称や種目などには諸説ある。

（注2）仮想的市場評価法
アンケート調査を用いて人びとに支払意思
額などを尋ねることで、市場で取り引きされ
ていない財（効果）の価値を計測する手法。

提供：畔柳昭雄さん

■ 海水浴とプールの利用客数の推移

海水浴参加者数

プール利用者数

参加数（人）

（年）
1976
0

1000

2000

3000

4000

79 82 85 88 91 94 97 2000 03 06 09 12 15 18

【生活文化・観光研究】
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政
府
も
衛
生
政
策
普
及
の
一
環
と
し
て

海
水
浴
の
普
及
に
努
め
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、「
泳
ぐ
」
と
い
う
行
為
に
関
し
て
は

１
８
８
８
年
（
明
治
21
）
頃
ま
で
触
れ
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。

武
術
の
一
つ
と
な
っ
た

海
や
川
で
泳
ぐ
こ
と

泳
ぐ
に
目
を
向
け
て
時
代
を
遡
る
と
、

弥
生
時
代
か
ら
海あ
ま

部べ

（
ま
た
は
海
人
部
）
と

呼
ば
れ
る
集
団
が
い
て
、
海
に
潜
っ
て

水
産
物
を
採
取
し
、
大
和
朝
廷
に
も
献

上
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ

に
生
き
る
た
め
の
技
で
、
口
伝
や
経
験

則
で
継
承
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
海
や
川
で
泳

ぐ
こ
と
を
意
味
す
る
「
水
練
」
や
「
水

術
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

武
術
と
し
て
技
の
研
鑽
と
体
系
化
が
図

ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
泳
ぎ
に
長た

け

て
い
た
と
さ
れ
る
織
田
信
長
や
徳
川
家

康
が
家
来
た
ち
に
水
練
、
水
術
を
奨
励

し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

「
武ぶ

芸げ
い

十じ
ゅ
う
は
っ
ぱ
ん

八
般
」（
注
1
）
に
も
水
術
は
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

ペ
リ
ー
来
航
な
ど
に
刺
激
さ
れ
た
幕

府
が
１
８
５
６
年
（
安
政
３
）
に
江
戸
の

築
地
に
設
け
た
武
術
調
練
機
関
「
講こ
う

武ぶ

所し
ょ

」
で
は
、
剣
術
や
砲
術
に
加
え
て
水

術
も
演
習
科
目
で
し
た
。
同
時
に
各
藩

が
藩
校
や
私
塾
を
開
く
際
に
水
練
所
を

併
設
す
る
動
き
も
盛
ん
に
な
り
ま
す
。

明
治
時
代
に
講
武
所
や
各
藩
の
水
練

場
は
廃
止
さ
れ
ま
す
が
、
古
式
泳
法
、

今
は
日
本
泳
法
と
呼
ば
れ
る
古
来
の
水

術
が
有
志
に
よ
っ
て
水
練
所
や
稽
古
場

が
復
活
し
ま
す
。
ま
た
、
現
在
の
学
習

院
大
学
、
東
京
大
学
、
日
本
体
育
大
学

が
相
次
い
で
水
練
所
を
開
設
。
そ
の
多

く
が
隅
田
川
河
畔
や
浜
町
河
岸
（
東
京
都

中
央
区
人
形
町
）
に
集
中
し
ま
す
が
、
隅
田

川
の
水
質
の
悪
化
や
大
型
貨
物
船
の
運

航
開
始
な
ど
か
ら
１
９
１
７
年
（
大
正
６
）

に
警
視
庁
が
隅
田
川
の
水
泳
禁
止
を
発

令
。
水
練
場
は
上
流
部
の
荒
川
、
海
に

近
い
河
口
部
、
海
に
面
し
た
大
森
や
羽

田
へ
と
分
散
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

自
然
と
親
し
む
場
と
し
て

海
と
海
辺
に
注
目
を

翻
っ
て
現
代
に
目
を
転
じ
る
と
、「
海

離
れ
」「
海
水
浴
離
れ
」
と
言
わ
れ
て
久

し
い
で
す
。
海
で
泳
ぐ
と
体
が
ベ
タ
ベ

タ
す
る
、
砂
が
つ
く
、
道
路
が
混
む
な

ど
の
理
由
で
海
水
浴
が
避
け
ら
れ
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、「
泳
ぐ
」
行
為
だ
け
で
考
え

れ
ば
決
し
て
激
減
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ナ
イ
ト
プ
ー
ル
や
有
料

の
ウ
ォ
ー
タ
ー
パ
ー
ク
も
あ
る
今
、
海

水
浴
客
数
と
プ
ー
ル
人
口
を
合
算
す
れ

ば
ま
だ
２
０
０
０
万
人
近
い
人
び
と
が

泳
ぎ
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
す
。

む
し
ろ
監
視
員
や
費
用
が
工
面
で
き

ず
開
設
を
見
送
る
海
水
浴
場
が
増
え
て

い
る
こ
と
が
気
が
か
り
で
す
。
仮
想
的

市
場
評
価
法
（
注
2
）
を
用
い
て
海
水
浴

場
の
使
用
料
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、「
一
日

５
０
０
円
な
ら
払
う
」
と
い
う
結
果
が

出
ま
し
た
。
な
ら
ば
そ
れ
を
海
岸
整
備

や
ご
み
処
理
に
あ
て
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

地
元
の
人
な
ら
行
か
な
い
危
険
な
場
所

で
泳
い
で
事
故
に
遭
う
こ
と
が
増
え
て

い
る
の
は
、
海
辺
が
遠
い
存
在
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

薬
に
頼
ら
ず
健
康
に
な
る
た
め
に
海

水
浴
を
奨
励
し
た
後
藤
新
平
を
は
じ
め

と
す
る
明
治
期
の
人
た
ち
は
、
海
水
の

科
学
的
成
分
や
物
理
的
効
能
以
外
に
も

海か
い
さ
よ
く

砂
浴
や
海か

い
き
よ
く

気
浴
を
勧
め
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
に
立
ち
返
っ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

春
は
潮
干
狩
り
を
、
夏
は
泳
い
で
日
光

浴
を
、
秋
は
波
打
ち
際
を
散
策
し
て
疲

れ
た
ら
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
つ
つ
海
を
眺

め
る
―
―
海
水
浴
だ
け
で
は
な
い
、
自

然
と
親
し
む
場
と
し
て
海
と
海
辺
に
目

を
向
け
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

（
２
０
２
４
年
４
月
26
日
取
材
）
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白浜町
（現・南房総市）

鴨川市

勝浦市

出
身
は
白
浜
町
（
現
・
南
房
総
市
）

で
す
。
家
か
ら
海
ま
で
は
歩

い
て
５
分
。
小
学
校
に
入
る
前
に
は

も
う
海
で
泳
い
で
い
ま
し
た
。
中
学

生
に
な
っ
て
も
友
だ
ち
と
二
人
で
海

に
潜
っ
て
貝
を
採
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

今
は
ダ
メ
だ
け
ど
、
そ
の
頃
は
家
が

権
利
を
も
っ
て
い
た
ら
子
ど
も
も
魚

介
類
を
採
れ
た
ん
で
す
。

　

小
学
校
に
プ
ー
ル
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
水
温
28
℃
く
ら
い
に
な
る

と
海
で
水
泳
の
授
業
で
す
。
泳
ぎ
を

教
わ
る
と
い
う
よ
り
は
遊
び
。
勉
強

よ
り
ず
っ
と
楽
し
か
っ
た
で
す
。
お

も
し
ろ
か
っ
た
の
は
水
泳
大
会
。

先
生
た
ち
が
ス
イ
カ
や
ト
マ
ト
、

ウ
リ
な
ん
か
を
海
に
投
げ

込
ん
で
、
そ
れ
を
子

ど
も
た
ち
が
取

り
合
う
ん
で
す
。
家
に
持
っ
て
帰
れ

る
の
で
も
う
取
り
合
い
で
す
よ
。
海

の
そ
ば
に
住
ん
で
い
る
子
の
方
が
た

く
さ
ん
取
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ク
ラ
ス
の
半
分
は
海
そ
ば
の
子
で
、

あ
と
半
分
は
山
の
方
に
住
む
子
で
し

た
。
７
月
に
な
る
と
海
の
子
は
テ
ン

グ
サ
を
、
山
の
子
は
フ
キ
を
そ
れ
ぞ

れ
学
校
に
持
っ
て
き
て
は
先
生
が
換

金
し
て
学
校
用
の
置
き
傘
を
買
っ
て
、

み
ん
な
そ
れ
を
使
っ
て
い
た
ん
で
す
。

　

山
の
子
は
あ
ん
ま
り
泳
げ
な
か
っ

た
で
す
ね
。
私
の
義
理
の
弟
は
す
ぐ

そ
ば
の
富
浦
出
身
で
す
が
、
山
の
方

に
住
ん
で
い
た
の
で
海
に
行
っ
て
も

膝
下
く
ら
い
の
深
さ
ま
で
し
か
入
り

ま
せ
ん
。
や
っ
ぱ
り
海
が
怖
い
ん
で

し
ょ
う
ね
。

　

山
の
子
は
川
で
遊
ん
で
い
ま
し
た

が
、
逆
に
私
は
川
が
苦
手
。
泳
い
で

も
水
が
重
く
て
進
ま
な
く
て
泳
ぎ
づ

ら
い
ん
で
す
。
そ
れ
は
プ
ー
ル
も
一

緒
。
だ
か
ら
泳
ぐ
な
ら
や
っ
ぱ
り
海

が
い
い
で
す
。

　

海
は
体
が
浮
き
や
す
い
か
ら
、
潜

っ
て
貝
を
採
っ
て
て
疲
れ
た
ら

仰
向
け
に
な
っ
て
ダ
ラ
ー
っ
と
浮
き

な
が
ら
休
憩
し
て
、
ま
た
潜
っ
て
い

ま
し
た
。
ど
う
や
っ
て
浮
く
の
か
っ

て
？ 

小
さ
い
頃
か
ら
泳
い
で
た
か

ら
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
自
然
と
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
ね
。

　

た
だ
し
、
海
は
怖
い
こ
と
も
あ
る

の
で
潜
る
と
き
は
必
ず
二
人
で
行
き

ま
し
た
。
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
海
は

い
い
で
す
よ
。
こ
の
前
、
う
ち
の
店

で
小
学
校
の
同
窓
会
を
開
き
ま
し
た

が
、
み
ん
な
長
生
き
！ 

特
に
女
性

は
元
気
で
す
。
潮
風
が
体
に
い
い
ん

で
し
ょ
う
ね
。

艫
とも

居
い

 進さん（89歳）元 漁師
「初代新清丸」船長（鋸南町）

館山市にある洲崎灯台

 

漁
師
さ
ん
は

み
ん
な

    

泳
げ
る
の
？

 

ち
ゃ
ん
と
は
泳
げ
な
い
け
れ
ど

溺
れ
は
し
な
い

―
70
歳
か
ら
始
め
た
プ
ー
ル
通
い

今
回
の
特
集
を
立
案
す
る
た
め
に
話
し
合
っ
て
い
た
時
、

メ
ン
バ
ー
か
ら「
漁
師
さ
ん
て
み
ん
な
泳
げ
る
ん
だ
よ

ね
？
」と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
出
ま
し
た
。

「
そ
り
ゃ
そ
う
で
し
ょ
う
？
」「
で
も
テ
レ
ビ
で『
泳
げ
な

い
け
ど
漁
師
に
な
っ
た
人
』の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
た

よ
？
」「
じ
ゃ
あ
、聞
い
て
み
よ
う
よ
！
」

千
葉
県
の
房
総
半
島
南
部
を
巡
り
、海
辺
で
生
き
て
き

た
人
た
ち
に「
泳
ぐ
こ
と
」に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

昼
ど
き
に
地
元
の
人
が
店
前
に
い
た

の
で「
絶
対
に
い
い
店
だ
」と
訪
ね

ま
し
た
。地
の
魚
を
用
い
た
料
理
を
提
供

す
る「
京
や
」。ア
ジ
フ
ラ
イ
定
食
は
絶

品
で
す
。館
山
市
に
店
を
開
い
て
61
年
目
。

女
将
さ
ん
は
素
潜
り
の
名
手
で
し
た
。

鋸
南
町
の
勝
山
漁
港
で
一
人
の
男
性

に
出
会
い
ま
す
。息
子
さ
ん
た
ち
が

操
縦
す
る
遊
漁
船
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
し
た
。「
漁
師
さ
ん
は
み
ん
な
泳
げ

る
の
で
す
か
？
」と
尋
ね
る
と
、興
味
深
い

答
え
が
返
っ
て
き
た
の
で
す
。

こ
こ
鋸き
ょ
な
ん
ま
ち

南
町
の
漁
師
の
家
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
私
も
漁
師
で

し
た
が
、
年
々
魚
が
少
な
く
な
る
な

ど
将
来
の
水
産
資
源
が
心
配
に
な
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
遊
漁
船
に
切
り
替

え
ま
し
た
。
今
は
二
人
の
子
ど
も
が

跡
を
継
い
で
い
ま
す
。

　

漁
師
は
み
ん
な
泳
げ
る
の
か
泳
げ

な
い
の
か
…
…
。
難
し
い
問
い
で
す

ね
。
ち
ゃ
ん
と
は
泳
げ
ま
せ
ん
け
れ

ど
、
溺
れ
な
い
程
度
に
は
泳
げ
ま
す
。

海
に
飛
び
込
ん
で
岩
場
ま
で
行
っ
た

り
ち
ょ
っ
と
潜
っ
て
サ
ザ
エ
を
採
る

く
ら
い
は
み
ん
な
で
き
る
。
そ
う
い

う
感
じ
で
す
。

　

遊
漁
船
を
息
子
た
ち
に
譲
っ
て
し

ば
ら
く
し
て
、
健
康
の
た
め
に
何
か

や
っ
た
方
が
い
い
と
思
っ
て
70
歳
の

と
き
に
町
営
プ
ー
ル
へ
通
い
は
じ
め

ま
し
た
。
最
初
は
不
安
で
し
た
よ
。

海
で
パ
シ
ャ
パ
シ
ャ
泳
い
で
は
い
た

も
の
の
、
学
校
に
プ
ー
ル
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
か
ら
、
「
ち
ゃ
ん
と
泳

げ
る
か
な
ぁ
」
と
。

　

で
も
平
泳
ぎ
は
す
ぐ
に
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
水
に
頭
を
浸
け

る
と
体
が
浮
い
て
、
頭
を
水
面
に
上

げ
る
と
身
体
が
沈
み
ま
す
よ
ね
。
そ

れ
を
交
互
に
や
っ
た
。
見
様
見
真
似

で
も
25
ｍ
は
な
ん
と

か
泳
げ
ま
し
た
。

　

平
泳
ぎ
だ
と
腰
が

痛
く
な
っ
た
の
で
ク

ロ
ー
ル
に
切
り
替
え

ま
し
た
。
独
学
で
す
。

水
に
顔
を
浸
け
た
ま

ま
ク
ロ
ー
ル
し
て
、
時
々
呼
吸
も
し

て
の
繰
り
返
し
。
週
に
２
回
プ
ー
ル

に
通
っ
て
25
ｍ
を
７
～
８
本
泳
ぎ
、

あ
と
は
水
中
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
で
す
。

　

ず
っ
と
続
け
た
か
っ
た
ん
で
す
が
、

数
年
前
に
腸
を
手
術
し
て
か
ら
お
腹

の
調
子
が
悪
く
て
、
医
者
に
相
談
す

る
と
、
温
水
で
も
体
温
よ
り
は
低
い

か
ら
腸
を
冷
や
し
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
、
と
言
わ
れ
た
の
で
通
う
の

を
や
め
ま
し
た
。

　

今
年
の
秋
で
90
歳
で
す
が
、
肩
も

手
も
腰
も
足
も
痛
い
と
こ
ろ
は
あ
り

ま
せ
ん
。
水
に
浮
か
ん
で
泳
ぐ
か
ら

筋
肉
や
関
節
が
ほ
ぐ
れ
た
ん
で
し
ょ

う
か
。
元
気
な
の
で
年
下
の
人
た
ち

に
健
康
の
秘
訣
を
よ
く
聞
か
れ
ま
す

が
、
「
泳
ぎ
は
い
い
よ
」
と

勧
め
て
い
ま
す
。

野口 博子さん
飲食店経営

（館山市）

川
の
水
は
重
く
て

泳
ぎ
づ
ら
い

南
房
総
の

人
び
と
に
聞
い
た
、

海
辺
の
暮
ら
し

―「
海
の
子
」と「
山
の
子
」の
違
い
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も
テ
レ
ビ
で『
泳
げ
な

い
け
ど
漁
師
に
な
っ
た
人
』の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
た

よ
？
」「
じ
ゃ
あ
、聞
い
て
み
よ
う
よ
！
」

千
葉
県
の
房
総
半
島
南
部
を
巡
り
、海
辺
で
生
き
て
き

た
人
た
ち
に「
泳
ぐ
こ
と
」に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

昼
ど
き
に
地
元
の
人
が
店
前
に
い
た

の
で「
絶
対
に
い
い
店
だ
」と
訪
ね

ま
し
た
。地
の
魚
を
用
い
た
料
理
を
提
供

す
る「
京
や
」。ア
ジ
フ
ラ
イ
定
食
は
絶

品
で
す
。館
山
市
に
店
を
開
い
て
61
年
目
。

女
将
さ
ん
は
素
潜
り
の
名
手
で
し
た
。

鋸
南
町
の
勝
山
漁
港
で
一
人
の
男
性

に
出
会
い
ま
す
。息
子
さ
ん
た
ち
が

操
縦
す
る
遊
漁
船
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
し
た
。「
漁
師
さ
ん
は
み
ん
な
泳
げ

る
の
で
す
か
？
」と
尋
ね
る
と
、興
味
深
い

答
え
が
返
っ
て
き
た
の
で
す
。

こ
こ
鋸き
ょ
な
ん
ま
ち

南
町
の
漁
師
の
家
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
私
も
漁
師
で

し
た
が
、
年
々
魚
が
少
な
く
な
る
な

ど
将
来
の
水
産
資
源
が
心
配
に
な
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
遊
漁
船
に
切
り
替

え
ま
し
た
。
今
は
二
人
の
子
ど
も
が

跡
を
継
い
で
い
ま
す
。

　

漁
師
は
み
ん
な
泳
げ
る
の
か
泳
げ

な
い
の
か
…
…
。
難
し
い
問
い
で
す

ね
。
ち
ゃ
ん
と
は
泳
げ
ま
せ
ん
け
れ

ど
、
溺
れ
な
い
程
度
に
は
泳
げ
ま
す
。

海
に
飛
び
込
ん
で
岩
場
ま
で
行
っ
た

り
ち
ょ
っ
と
潜
っ
て
サ
ザ
エ
を
採
る

く
ら
い
は
み
ん
な
で
き
る
。
そ
う
い

う
感
じ
で
す
。

　

遊
漁
船
を
息
子
た
ち
に
譲
っ
て
し

ば
ら
く
し
て
、
健
康
の
た
め
に
何
か

や
っ
た
方
が
い
い
と
思
っ
て
70
歳
の

と
き
に
町
営
プ
ー
ル
へ
通
い
は
じ
め

ま
し
た
。
最
初
は
不
安
で
し
た
よ
。

海
で
パ
シ
ャ
パ
シ
ャ
泳
い
で
は
い
た

も
の
の
、
学
校
に
プ
ー
ル
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
か
ら
、
「
ち
ゃ
ん
と
泳

げ
る
か
な
ぁ
」
と
。

　

で
も
平
泳
ぎ
は
す
ぐ
に
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
水
に
頭
を
浸
け

る
と
体
が
浮
い
て
、
頭
を
水
面
に
上

げ
る
と
身
体
が
沈
み
ま
す
よ
ね
。
そ

れ
を
交
互
に
や
っ
た
。
見
様
見
真
似

で
も
25
ｍ
は
な
ん
と

か
泳
げ
ま
し
た
。

　

平
泳
ぎ
だ
と
腰
が

痛
く
な
っ
た
の
で
ク

ロ
ー
ル
に
切
り
替
え

ま
し
た
。
独
学
で
す
。

水
に
顔
を
浸
け
た
ま

ま
ク
ロ
ー
ル
し
て
、
時
々
呼
吸
も
し

て
の
繰
り
返
し
。
週
に
２
回
プ
ー
ル

に
通
っ
て
25
ｍ
を
７
～
８
本
泳
ぎ
、

あ
と
は
水
中
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
で
す
。

　

ず
っ
と
続
け
た
か
っ
た
ん
で
す
が
、

数
年
前
に
腸
を
手
術
し
て
か
ら
お
腹

の
調
子
が
悪
く
て
、
医
者
に
相
談
す

る
と
、
温
水
で
も
体
温
よ
り
は
低
い

か
ら
腸
を
冷
や
し
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
、
と
言
わ
れ
た
の
で
通
う
の

を
や
め
ま
し
た
。

　

今
年
の
秋
で
90
歳
で
す
が
、
肩
も

手
も
腰
も
足
も
痛
い
と
こ
ろ
は
あ
り

ま
せ
ん
。
水
に
浮
か
ん
で
泳
ぐ
か
ら

筋
肉
や
関
節
が
ほ
ぐ
れ
た
ん
で
し
ょ

う
か
。
元
気
な
の
で
年
下
の
人
た
ち

に
健
康
の
秘
訣
を
よ
く
聞
か
れ
ま
す

が
、
「
泳
ぎ
は
い
い
よ
」
と

勧
め
て
い
ま
す
。

野口 博子さん
飲食店経営

（館山市）

川
の
水
は
重
く
て

泳
ぎ
づ
ら
い

南
房
総
の

人
び
と
に
聞
い
た
、

海
辺
の
暮
ら
し

―「
海
の
子
」と「
山
の
子
」の
違
い
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（上）館山市周辺の海で採れるテン
グサの干し場。取材時はちょうど採
取と乾燥のシーズンだった

（左）洲崎灯台そばの商店で提供す
る、地元のテングサでつくった「とこ
ろてん」。房総南部ならではの一品

海
で
泳
ぐ
な
ら
平
泳
ぎ
一
択

―
ク
ロ
ー
ル
は
息
継
ぎ
が
難
し
い

海
で
は「
速
さ
」よ
り

「
潜
り
」が
大
事

―
ず
っ
と
海
で
遊
ん
で
い
た
少
年
時
代

漁
師
か
ら
遊
漁
船
経
営
に
転
じ

た
父
（
艫
居
進
さ
ん
）
の
跡
を

継
ぎ
、
弟
と
二
人
で
船
を
２
艘
操
っ

て
釣
り
人
た
ち
を
日
々
案
内
し
て
い

ま
す
。

　

海
で
泳
ぎ
は
じ
め
た
の
は
小
学
生

に
な
る
か
な
ら
な
い
か
く
ら
い
の
頃

で
す
ね
。
ま
る
で
犬
か
き
の
よ
う
な

平
泳
ぎ
で
。
教
わ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
人
が
泳
い
で
い
る
の
を
見
て
自

然
に
で
す
。

　

同
級
生
で
泳
げ
な
い
子
は
い
な
か

っ
た
は
ず
で
す
よ
。
私
が
通
っ
て
い
た

小
学
校
に
は
プ
ー
ル
が
あ
り
ま
し
た
。

平
泳
ぎ
は
で
き
た
の
で
、
水
泳
の
授

業
で
ク
ロ
ー
ル
を
教
わ
り
ま
し
た
。

　

泳
ぎ
を
習
っ
て
変
わ
っ

た
こ
と
で
す
か
？ 

犬
か
き
の
よ
う
だ
っ
た
平
泳
ぎ
が
速

く
な
り
ま
し
た
ね
。
ク
ロ
ー
ル
も
で

き
ま
す
が
、
海
は
波
が
あ
る
の
で
息

継
ぎ
が
難
し
い
。
だ
か
ら
海
で
は
ず

っ
と
平
泳
ぎ
。
海
な
ら
体
は
浮
く
け

れ
ど
、
プ
ー
ル
は
体
が
浮
か
な
い
ん

で
す
よ
ね
。
海
が
凪
い
で
い
た
ら
そ

れ
こ
そ
何
時
間
で
も
体
を
浮
か
べ
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
海
も
子
ど
も
の
頃
と
は
だ
い

ぶ
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
大
き
な

漁
港
は
な
く
て
、
岩
場
と
砂
浜
が
組

み
合
わ
さ
っ
た
遊
び
や
す
い
海
だ
っ

た
ん
で
す
よ
。
先
輩
や
後
輩
と
岩
場

ま
で
競
争
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

私
に
と
っ
て
海
の
水
と
は
、「
ス
パ

ゲ
ッ
テ
ィ
を
茹
で
る
時
は
海
の
濃
さ
」
。

海
水
の
濃
さ
と
同
じ
く
ら
い
に
な
る

よ
う
に
、
塩
を
入
れ
る
ん
で
す
。
料
理

は
手
づ
く
り
じ
ゃ
な
い
と
食
べ
て
く

れ
な
い
娘
も
「
塩
加
減
は
海
の
濃

さ
！
」
と
よ
く
言
っ
て

い
ま
す
。

　

房
総
半
島
南
部
の
海
で
育
っ
た
、

年
代
や
性
別
が
異
な
る
４
人
に
お

話
を
聞
く
と
、海
が
近
く
に
な
い

場
所
で
育
っ
た
場
合
と
は「
泳
ぐ
」

の
定
義
が
違
う
こ
と
を
感
じ
ま
し

た
。艫
居
進
さ
ん
が
言
っ
て
い
た

「
ち
ゃ
ん
と
は
泳
げ
な
い
け
れ
ど
、

溺
れ
な
い
程
度
に
は
泳
げ
る
」が

真
実
な
の
で
し
ょ
う
。ち
ゃ
ん
と
と

い
う
の
は
近
代
泳
法
を
指
し
ま
す

が
、物
心
つ
く
か
つ
か
な
い
か
の
う

ち
に
海
で
泳
ぎ
は
じ
め
る
と
、見

様
見
真
似
で
な
ん
と
な
く
泳
げ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
そ
う
で
す
。

　

海
の
方
が
体
は
浮
い
て
泳
ぎ
や

す
い
と
い
う
声
も
多
か
っ
た
で
す
。

川
や
プ
ー
ル
、つ
ま
り
淡
水
で
泳
ぎ

に
く
い
の
は
、野
口
さ
ん
の「
川
の

水
は
重
た
い
」と
い
う
表
現
に
よ
く

表
れ
て
い
ま
す
。

　

海
で
仕
事
を
す
る
際
、速
く
泳

げ
る
か
ど
う
か
よ
り
も「
深
く
潜

れ
る
か
ど
う
か
」が
重
要
と
い
う

赤
沼
さ
ん
の
指
摘
も
新
鮮
で
し
た
。

少
し
だ
け
潜
る
コ
ツ
も
教
え
て
い

た
だ
い
た
の
で
こ
の
夏
に
試
し
て

み
た
い
も
の
で
す
。

（
２
０
２
４
年
5
月
13
日
、16
日
取
材)

も
と
も
と
漁
師
で
し
た
が
、
船

の
権
利
を
譲
っ
て
い
た
だ
い

て
か
ら
父
と
兄
と
３
人
で
遊
漁
船
を

動
か
し
て
い
ま
す
。

　

生
ま
れ
た
家
は
す
ぐ
そ
ば
な
の
で
、

泳
い
だ
の
は
プ
ー
ル
よ
り
海
が
先
。

シ
ー
グ
ラ
ス
を
集
め
た
り
、
釣
り
を

し
た
り
、
水
中
メ
ガ
ネ
を
つ
け
て
魚

を
銛も
り

で
突
い
た
り
貝
を
採
っ
た
り
し

て
い
ま
し
た
。
学
校
に
は
プ
ー
ル
が

あ
り
ま
し
た
が
、
楽
し
い
の
は
断
然

海
で
す
。

　

ど
う
や
ら
無
鉄
砲
な
子
ど
も
だ
っ

た
よ
う
で
、
親
の
目
を
盗
ん
で
は
勝

手
に
海
に
入
っ
て
何
回
も
溺
れ
て
、

そ
の
た
び
に
父
に
助
け
ら
れ
て
い
た

そ
う
で
、
今
で
も
よ
く
か
ら
か
わ
れ

ま
す
。

　

泳
ぎ
は
自
己
流
で
す
。
浮
き
輪
に

つ
か
ま
っ
て
兄
に
付
い
て
い
っ
た
の

で
、
自
然
と
バ
タ
足
と
か
覚
え
て
泳

げ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
。
兄
は
「
こ
こ
か
ら
先
は
来
る
な

よ
、
足
が
つ
か
な
い
か
ら
な
」
と
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。
学
校
で
海
に
泳

ぎ
に
行
く
こ
と
は
な
く
て
、
遠
泳
も

な
か
っ
た
で
す
。
ま
っ
た
く
泳
げ
な

い
友
だ
ち
も
い
ま
せ
ん
ね
。

　

漁
師
は
速
く
泳
げ
る
よ
り
も
、
潜

れ
る
か
ど
う
か
の
方
が
重
要
で
す
。

プ
ー
ル
で
い
く
ら
ク
ロ
ー
ル
が
速
く

て
も
、
深
く
潜
れ
る
か
ど
う
か
は
ま

っ
た
く
別
の
話
で
す
。
潜
る
に
は
、

息
の
つ
き
方
も
耳
抜
き
も
必
要
で
、

し
か
も
泳
ぎ
方
は
ま
っ
た
く
違
う
ん

で
す
。

　

潜
る
と
き
、
息
は
少
し
だ
け
溜
め
、

頭
を
下
げ
て
ス
ッ
と
海
に
入
っ
て
い

く
。
足
は
力
ま
ず
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
動
か

し
て
潜
っ
て
い
く
ん
で
す
。
足
を
バ

タ
バ
タ
さ
せ
て
潜
ろ
う
と
す
る
人
が

い
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と
息
が
続
か

な
く
て
海
底
に
長
く
留
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

漁
師
は
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
若
い
人
た
ち

に
海
に
来
て
も
ら
っ
て
海

の
仕
事
に
興
味
を
も
っ
て
も

ら
い
た
い
で
す
が
、
ご
み
を
置

い
て
帰
っ
て
し
ま
う
人
と
か
遊
泳
禁

止
の
場
所
で
泳
ぐ
人
と
か
い
る
ん
で

す
。
遊
泳
禁
止
の
場
所
に
は
な
に
か

し
ら
理
由
が
あ
る
も
の
で
す
し
、
海

は
た
と
え
天
気
が
よ
く
て
も
急
に
潮

が
速
く
動
く
と
き
が
あ
っ
た
り
、
台

風
が
遠
く
離
れ
て
い
て
も
う
ね
り
が

出
ま
す
。
だ
か
ら
泳
い
で
も
よ
い
場

所
で
、
気
を
つ
け
な
が
ら
海
で
遊
ん

で
ほ
し
い
で
す
ね
。

漁
師
か
ら
釣
り
船
経
営
に
転
じ
た
父
、艫
居

進
さ
ん
の
跡
を
継
い
で
、弟
と
二
人
で
遊

漁
船「
新し
ん
せ
い
ま
る

盛
丸
」を
切
り
盛
り
し
て
い
る
正
悟
さ

ん
。学
校
に
プ
ー
ル
が
あ
る
の
は
当
た
り
前
と
な

っ
た
時
代
に
育
っ
た
50
代
の
海
へ
の
思
い
と
は
？

最
近
は「
海
離
れ
」「
海
水
浴
離

れ
」が
進
ん
で
い
る
と
言
わ
れ

ま
す
が
、海
辺
で
暮
ら
す
若
者
も
そ

う
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

館
山
市
洲す
の
さ
き崎

栄
の
浦
漁
港
で
ル
ア
ー
釣
り
を
メ
イ
ン

と
す
る
遊
漁
船「
赤
沼
丸
」を
操
る
若

き
船
長
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。 艫

とも

居
い

 正悟さん（57歳）

 　遊漁船「新
しんせいまる

盛丸」経営（鋸南町）

赤沼 竜義さん（22歳）

遊漁船「赤沼丸」船長（館山市）

新盛丸
〒299-2117 千葉県安房郡
鋸南町勝山273-1
https://sinseimaru.com/　

内陸育ちとは異なる
「泳ぐ」の定義

赤沼丸
〒294-0316 千葉県館山市洲崎88
　　https://akanuma-maru.com/　
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（上）館山市周辺の海で採れるテン
グサの干し場。取材時はちょうど採
取と乾燥のシーズンだった

（左）洲崎灯台そばの商店で提供す
る、地元のテングサでつくった「とこ
ろてん」。房総南部ならではの一品

海
で
泳
ぐ
な
ら
平
泳
ぎ
一
択

―
ク
ロ
ー
ル
は
息
継
ぎ
が
難
し
い

海
で
は「
速
さ
」よ
り

「
潜
り
」が
大
事

―
ず
っ
と
海
で
遊
ん
で
い
た
少
年
時
代

漁
師
か
ら
遊
漁
船
経
営
に
転
じ

た
父
（
艫
居
進
さ
ん
）
の
跡
を

継
ぎ
、
弟
と
二
人
で
船
を
２
艘
操
っ

て
釣
り
人
た
ち
を
日
々
案
内
し
て
い

ま
す
。

　

海
で
泳
ぎ
は
じ
め
た
の
は
小
学
生

に
な
る
か
な
ら
な
い
か
く
ら
い
の
頃

で
す
ね
。
ま
る
で
犬
か
き
の
よ
う
な

平
泳
ぎ
で
。
教
わ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
人
が
泳
い
で
い
る
の
を
見
て
自

然
に
で
す
。

　

同
級
生
で
泳
げ
な
い
子
は
い
な
か

っ
た
は
ず
で
す
よ
。
私
が
通
っ
て
い
た

小
学
校
に
は
プ
ー
ル
が
あ
り
ま
し
た
。

平
泳
ぎ
は
で
き
た
の
で
、
水
泳
の
授

業
で
ク
ロ
ー
ル
を
教
わ
り
ま
し
た
。

　

泳
ぎ
を
習
っ
て
変
わ
っ

た
こ
と
で
す
か
？ 

犬
か
き
の
よ
う
だ
っ
た
平
泳
ぎ
が
速

く
な
り
ま
し
た
ね
。
ク
ロ
ー
ル
も
で

き
ま
す
が
、
海
は
波
が
あ
る
の
で
息

継
ぎ
が
難
し
い
。
だ
か
ら
海
で
は
ず

っ
と
平
泳
ぎ
。
海
な
ら
体
は
浮
く
け

れ
ど
、
プ
ー
ル
は
体
が
浮
か
な
い
ん

で
す
よ
ね
。
海
が
凪
い
で
い
た
ら
そ

れ
こ
そ
何
時
間
で
も
体
を
浮
か
べ
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
海
も
子
ど
も
の
頃
と
は
だ
い

ぶ
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
大
き
な

漁
港
は
な
く
て
、
岩
場
と
砂
浜
が
組

み
合
わ
さ
っ
た
遊
び
や
す
い
海
だ
っ

た
ん
で
す
よ
。
先
輩
や
後
輩
と
岩
場

ま
で
競
争
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

私
に
と
っ
て
海
の
水
と
は
、「
ス
パ

ゲ
ッ
テ
ィ
を
茹
で
る
時
は
海
の
濃
さ
」
。

海
水
の
濃
さ
と
同
じ
く
ら
い
に
な
る

よ
う
に
、
塩
を
入
れ
る
ん
で
す
。
料
理

は
手
づ
く
り
じ
ゃ
な
い
と
食
べ
て
く

れ
な
い
娘
も
「
塩
加
減
は
海
の
濃

さ
！
」
と
よ
く
言
っ
て

い
ま
す
。

　

房
総
半
島
南
部
の
海
で
育
っ
た
、

年
代
や
性
別
が
異
な
る
４
人
に
お

話
を
聞
く
と
、海
が
近
く
に
な
い

場
所
で
育
っ
た
場
合
と
は「
泳
ぐ
」

の
定
義
が
違
う
こ
と
を
感
じ
ま
し

た
。艫
居
進
さ
ん
が
言
っ
て
い
た

「
ち
ゃ
ん
と
は
泳
げ
な
い
け
れ
ど
、

溺
れ
な
い
程
度
に
は
泳
げ
る
」が

真
実
な
の
で
し
ょ
う
。ち
ゃ
ん
と
と

い
う
の
は
近
代
泳
法
を
指
し
ま
す

が
、物
心
つ
く
か
つ
か
な
い
か
の
う

ち
に
海
で
泳
ぎ
は
じ
め
る
と
、見

様
見
真
似
で
な
ん
と
な
く
泳
げ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
そ
う
で
す
。

　

海
の
方
が
体
は
浮
い
て
泳
ぎ
や

す
い
と
い
う
声
も
多
か
っ
た
で
す
。

川
や
プ
ー
ル
、つ
ま
り
淡
水
で
泳
ぎ

に
く
い
の
は
、野
口
さ
ん
の「
川
の

水
は
重
た
い
」と
い
う
表
現
に
よ
く

表
れ
て
い
ま
す
。

　

海
で
仕
事
を
す
る
際
、速
く
泳

げ
る
か
ど
う
か
よ
り
も「
深
く
潜

れ
る
か
ど
う
か
」が
重
要
と
い
う

赤
沼
さ
ん
の
指
摘
も
新
鮮
で
し
た
。

少
し
だ
け
潜
る
コ
ツ
も
教
え
て
い

た
だ
い
た
の
で
こ
の
夏
に
試
し
て

み
た
い
も
の
で
す
。

（
２
０
２
４
年
5
月
13
日
、16
日
取
材)

も
と
も
と
漁
師
で
し
た
が
、
船

の
権
利
を
譲
っ
て
い
た
だ
い

て
か
ら
父
と
兄
と
３
人
で
遊
漁
船
を

動
か
し
て
い
ま
す
。

　

生
ま
れ
た
家
は
す
ぐ
そ
ば
な
の
で
、

泳
い
だ
の
は
プ
ー
ル
よ
り
海
が
先
。

シ
ー
グ
ラ
ス
を
集
め
た
り
、
釣
り
を

し
た
り
、
水
中
メ
ガ
ネ
を
つ
け
て
魚

を
銛も
り

で
突
い
た
り
貝
を
採
っ
た
り
し

て
い
ま
し
た
。
学
校
に
は
プ
ー
ル
が

あ
り
ま
し
た
が
、
楽
し
い
の
は
断
然

海
で
す
。

　

ど
う
や
ら
無
鉄
砲
な
子
ど
も
だ
っ

た
よ
う
で
、
親
の
目
を
盗
ん
で
は
勝

手
に
海
に
入
っ
て
何
回
も
溺
れ
て
、

そ
の
た
び
に
父
に
助
け
ら
れ
て
い
た

そ
う
で
、
今
で
も
よ
く
か
ら
か
わ
れ

ま
す
。

　

泳
ぎ
は
自
己
流
で
す
。
浮
き
輪
に

つ
か
ま
っ
て
兄
に
付
い
て
い
っ
た
の

で
、
自
然
と
バ
タ
足
と
か
覚
え
て
泳

げ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
。
兄
は
「
こ
こ
か
ら
先
は
来
る
な

よ
、
足
が
つ
か
な
い
か
ら
な
」
と
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。
学
校
で
海
に
泳

ぎ
に
行
く
こ
と
は
な
く
て
、
遠
泳
も

な
か
っ
た
で
す
。
ま
っ
た
く
泳
げ
な

い
友
だ
ち
も
い
ま
せ
ん
ね
。

　

漁
師
は
速
く
泳
げ
る
よ
り
も
、
潜

れ
る
か
ど
う
か
の
方
が
重
要
で
す
。

プ
ー
ル
で
い
く
ら
ク
ロ
ー
ル
が
速
く

て
も
、
深
く
潜
れ
る
か
ど
う
か
は
ま

っ
た
く
別
の
話
で
す
。
潜
る
に
は
、

息
の
つ
き
方
も
耳
抜
き
も
必
要
で
、

し
か
も
泳
ぎ
方
は
ま
っ
た
く
違
う
ん

で
す
。

　

潜
る
と
き
、
息
は
少
し
だ
け
溜
め
、

頭
を
下
げ
て
ス
ッ
と
海
に
入
っ
て
い

く
。
足
は
力
ま
ず
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
動
か

し
て
潜
っ
て
い
く
ん
で
す
。
足
を
バ

タ
バ
タ
さ
せ
て
潜
ろ
う
と
す
る
人
が

い
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と
息
が
続
か

な
く
て
海
底
に
長
く
留
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

漁
師
は
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
若
い
人
た
ち

に
海
に
来
て
も
ら
っ
て
海

の
仕
事
に
興
味
を
も
っ
て
も

ら
い
た
い
で
す
が
、
ご
み
を
置

い
て
帰
っ
て
し
ま
う
人
と
か
遊
泳
禁

止
の
場
所
で
泳
ぐ
人
と
か
い
る
ん
で

す
。
遊
泳
禁
止
の
場
所
に
は
な
に
か

し
ら
理
由
が
あ
る
も
の
で
す
し
、
海

は
た
と
え
天
気
が
よ
く
て
も
急
に
潮

が
速
く
動
く
と
き
が
あ
っ
た
り
、
台

風
が
遠
く
離
れ
て
い
て
も
う
ね
り
が

出
ま
す
。
だ
か
ら
泳
い
で
も
よ
い
場

所
で
、
気
を
つ
け
な
が
ら
海
で
遊
ん

で
ほ
し
い
で
す
ね
。

漁
師
か
ら
釣
り
船
経
営
に
転
じ
た
父
、艫
居

進
さ
ん
の
跡
を
継
い
で
、弟
と
二
人
で
遊

漁
船「
新し
ん
せ
い
ま
る

盛
丸
」を
切
り
盛
り
し
て
い
る
正
悟
さ

ん
。学
校
に
プ
ー
ル
が
あ
る
の
は
当
た
り
前
と
な

っ
た
時
代
に
育
っ
た
50
代
の
海
へ
の
思
い
と
は
？

最
近
は「
海
離
れ
」「
海
水
浴
離

れ
」が
進
ん
で
い
る
と
言
わ
れ

ま
す
が
、海
辺
で
暮
ら
す
若
者
も
そ

う
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

館
山
市
洲す
の
さ
き崎

栄
の
浦
漁
港
で
ル
ア
ー
釣
り
を
メ
イ
ン

と
す
る
遊
漁
船「
赤
沼
丸
」を
操
る
若

き
船
長
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。 艫

とも

居
い

 正悟さん（57歳）

 　遊漁船「新
しんせいまる

盛丸」経営（鋸南町）

赤沼 竜義さん（22歳）

遊漁船「赤沼丸」船長（館山市）

新盛丸
〒299-2117 千葉県安房郡
鋸南町勝山273-1
https://sinseimaru.com/　

内陸育ちとは異なる
「泳ぐ」の定義

赤沼丸
〒294-0316 千葉県館山市洲崎88
　　https://akanuma-maru.com/　
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こ
れ
か
ら
の
水
泳
授
業
を
考
え
る

い
つ
ま
で
も
あ
る
と
思
う
な
、

学
校
プ
ー
ル

【教育学】

20水の文化 77号　特集　みんな、泳いでる？



減
り
つつ
あ
る

小
中
学
校
の
プ
ー
ル

　

近
年
、
公
立
小
中
学
校
の
プ
ー
ル
施

設
を
廃
止
し
、
近
隣
校
の
施
設
を
利
用

し
た
り
、
民
営
プ
ー
ル
に
指
導
ご
と
委

託
し
た
り
す
る
動
き
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。「
我
が
国
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設

―
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
現
況
調
査
報

告
―
」（
ス
ポ
ー
ツ
庁
・
２
０
２
３
年
５
月
発
表
）

に
よ
る
と
、
２
０
１
８
年
当
時
の
公
立

小
学
校
の
屋
外
プ
ー
ル
設
置
率
は
94
％
、

中
学
校
は
73
％
で
し
た
が
、
２
０
２
１

年
に
は
小
学
校
87
％
、
中
学
校
65
％
ま

で
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
あ
っ
た
学
校

の
プ
ー
ル
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

の
こ
と
を
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
報
道

す
る
向
き
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
は
冷

静
に
学
校
プ
ー
ル
の
現
状
と
水
泳
授
業

の
意
義
を
見
つ
め
直
し
た
い
も
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
学
校
で
水
泳
を
教
え
る
よ

う
に
な
っ
た
大
き
な
き
っ
か
け
は
、
１

９
５
５
年
（
昭
和
30
）
５
月
に
起
き
た
紫

雲
丸
沈
没
事
故
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

泳
ぎ
方
を
知
ら
な
い
子
ど
も
が
多
数
犠

牲
に
な
っ
た
こ
の
事
故
を
教
訓
に
、
水

難
事
故
を
防
ぎ
、
安
全
に
水
と
親
し
む

た
め
の
水
泳
の
授
業
が
広
ま
っ
て
い
き

ま
し
た
。

　

一
方
で
ほ
ぼ
同
じ
時
期
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
競
技
水
泳
へ
の
関

心
が
高
ま
り
、
１
９
６
１
年
（
昭
和
36
）

に
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
が
制
定
さ
れ
る
と
、

国
の
補
助
金
を
使
っ
て
一
気
に
全
国
の

小
中
学
校
に
屋
外
プ
ー
ル
が
普
及
し
て

い
き
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
水
泳
授
業

は
水
難
事
故
か
ら
身
を
守
る
と
い
う
目

的
か
ら
、
距
離
や
速
さ
を
競
う
泳
力
、

泳
法
重
視
の
指
導
へ
と
傾
い
て
い
き
ま

し
た
。教

員
に
の
し
か
か
る

多
大
な
負
担

　

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
必
ず
し
も
小

中
学
校
の
教
員
が
泳
ぎ
の
専
門
家
で
は

な
い
こ
と
で
す
。
泳
力
重
視
の
授
業
を

す
る
の
で
あ
れ
ば
本
来
は
教
員
に
研
修

を
受
け
さ
せ
る
か
、
専
門
家
に
指
導
し

て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
公
立
学
校
に
そ
う
し
た
予
算
は

な
い
の
で
、
泳
ぎ
に
関
し
て
は
専
門
外

50ｍ
走
は
遅
い
の
に
ク
ロ
ー
ル
が
上
手
な
同
級
生
に
び
っ
く
り
し
た
り
、
消
毒
の
た
め
に
浴
び
る
シ
ャ

ワ
ー
や
腰
洗
い
槽
の
冷
た
さ
に
体
を
震
わ
せ
た
り
、
小
中
学
校
の
プ
ー
ル
授
業
に
は
意
外
と
思
い
出

が
多
い
も
の
。
と
こ
ろ
が
今
、
プ
ー
ル
を
廃
止
す
る
学
校
が
増
え
つつ
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
か
ら

の
学
校
プ
ー
ル
と
水
泳
教
育
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
福
嶋
尚
子
さ
ん
に
お
尋
ね
し
ま
し
た
。

21 いつまでもあると思うな、学校プール―これからの水泳授業を考える
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そう思わない
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0.0%

やや
そう思う

そう思う

0.6%

1.2%

75.1%

23.7%

はい

いいえ

無回答

の
教
員
が
水
泳
指
導
を
行
な
う
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。あ
る
研
究
で
は
、小
学

校
教
員
の
６
割
以
上
が
水
泳
指
導
に
自

信
が
な
い
と
回
答
し
て
い
ま
す
（
右
図
）。

　

さ
ら
に
、
水
の
事
故
を
防
ぐ
と
い
う

目
的
か
ら
す
る
と
皮
肉
な
こ
と
で
す
が
、

学
校
の
活
動
の
な
か
で
も
水
泳
中
の
事

故
は
重
大
事
案
に
つ
な
が
り
や
す
い
。

つ
ま
り
教
員
は
数
十
人
の
子
ど
も
の
命

を
預
か
り
、
安
全
に
配
慮
す
る
と
い
う

重
責
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
プ
ー
ル
の
維
持
管
理
も
ま
た
、

教
職
員
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
シ
ー
ズ

ン
前
の
水
槽
の
大
掃
除
に
始
ま
り
、
毎

日
の
点
検
や
水
質
チ
ェ
ッ
ク
、
薬
剤
投

入
、
あ
る
い
は
子
ど
も
た
ち
の
健
康
状

態
の
確
認
な
ど
、
水
泳
授
業
を
行
な
う

た
め
の
業
務
は
煩
雑
で
す
。
万
が
一
、

何
か
が
起
き
た
際
に
は
、
管
理
責
任
を

問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
実
際
、

プ
ー
ル
の
水
を
出
し
っ
ぱ
な
し
に
し
た

教
員
が
自
治
体
か
ら
損
害
賠
償
を
請
求

さ
れ
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
も
話
題
に
な

り
ま
し
た
。

　

教
員
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
考
え

て
も
、
今
の
公
立
学
校
教
育
の
し
く
み

の
な
か
で
学
校
プ
ー
ル
を
維
持
し
つ
づ

け
る
の
は
、
か
な
り
無
理
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

見
直
し
の
き
っ
か
け
は

経
年
劣
化
と
コ
ロ
ナ
禍

　

で
は
、
な
ぜ
今
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
学

校
プ
ー
ル
の
見
直
し
が
進
ん
で
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
が
施

設
の
老
朽
化
で
す
。
１
９
６
０
年
代
に

大
量
に
造
ら
れ
た
屋
外
プ
ー
ル
は
50
年

以
上
を
経
て
劣
化
し
て
お
り
、
建
て
替

え
か
、
大
規
模
な
改
修
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、
プ
ー
ル
の
建
て
替
え
に
は
億

単
位
の
お
金
が
か
か
る
と
も
言
わ
れ
、

ま
た
維
持
す
る
に
も
費
用
が
か
か
り
ま

す
。
学
校
に
よ
っ
て
は
ま
だ
ト
イ
レ
が

和
式
だ
っ
た
り
、
教
室
に
エ
ア
コ
ン
が

設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
な
か
、

わ
ず
か
な
期
間
し
か
使
わ
な
い
プ
ー
ル

を
優
先
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の
か
、
多

く
の
自
治
体
が
検
討
を
始
め
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
も
大
き
な
契
機
に

な
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
学
校
の

行
事
や
活
動
は
著
し
く
制
限
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
結
果
、
各
学
校
で
従
来
の

教
育
内
容
の
見
直
し
を
行
な
い
、
コ
ロ

ナ
禍
後
も
運
動
会
を
半
日
行
事
に
し
た

り
、
卒
業
式
の
来
賓
挨
拶
を
省
く
と
い

っ
た
ス
リ
ム
化
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
流
れ
で
見
る
と
、
水
泳
の
授
業

は
時
間
と
労
力
が
か
か
る
う
え
、
天
候

に
も
左
右
さ
れ
る
。
水
泳
が
な
く
な
れ

ば
そ
の
リ
ソ
ー
ス
を
他
の
運
動
や
教
育

活
動
に
充
て
ら
れ
、
プ
ー
ル
の
維
持
管

理
や
水
泳
授
業
に
お
け
る
教
員
の
負
担

も
軽
減
さ
れ
ま
す
。
小
学
校
で
は
今
、

英
語
や
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
が
必
修

に
な
り
、
ほ
か
に
も
教
え
る
べ
き
項
目

が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
分
、
何
ら
か

の
教
育
活
動
を
減
ら
す
必
要
が
あ
り
、

教
員
の
働
き
方
改
革
の
観
点
か
ら
も
、

出典：佐藤友音・池田拓人（2019）「小学校体
育における水泳授業の実態に関する研究―目
標・内容・方法に着目した課題の抽出―」和歌
山大学教育学部紀要 教育科学 第70集

（2020）,pp.109-116.（グラフは編集部作成）

図1
自分の指導力に
自信がある

図2
一人で教える
場合の児童数は
少ない方がよい

図3
理想の水泳授業を
実現できているか
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負
荷
の
大
き
い
水
泳
が
今
、
そ
の
候
補

に
挙
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
水
泳
教
育
に

必
要
な
の
は「
対
話
」

　

今
後
、
こ
れ
ま
で
あ
た
り
ま
え
だ
っ

た
１
学
校
１
プ
ー
ル
を
維
持
す
る
の
は

難
し
く
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
の

水
泳
教
育
は
、
水
泳
の
授
業
と
プ
ー
ル

施
設
を
切
り
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
大

事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

水
難
事
故
を
防
ぐ
と
い
う
目
的
に
立

ち
返
れ
ば
、
学
校
に
プ
ー
ル
が
な
く
て

も
適
切
に
指
導
す
る
方
法
は
あ
る
は
ず

で
す
。
実
は
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、

水
泳
の
実
技
指
導
は
必
修
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
小
中
学
校
と
も
、「
適
切
な
水
泳

場
の
確
保
が
困
難
な
場
合
に
は
こ
れ
を

扱
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
が
、
水
泳
の

事
故
防
止
に
関
す
る
心
得
に
つ
い
て
は
、

必
ず
取
り
上
げ
る
」
と
あ
り
ま
す
。

　

私
は
新
潟
市
内
で
育
ち
ま
し
た
が
、

近
く
を
流
れ
る
阿
賀
野
川
は
水
量
が
多

く
、
泳
ぎ
が
達
者
で
も
危
険
な
の
で
、

誰
も
近
づ
こ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
河
川
の
多
い
新
潟
は
洪
水
な
ど
の
水

害
が
昔
か
ら
多
く
、
子
ど
も
た
ち
は
水

の
危
険
性
を
学
校
や
地
域
の
人
に
教
わ

っ
て
い
ま
す
。
水
と
の
関
係
性
は
そ
の

土
地
に
よ
っ
て
異
な
る
わ
け
で
、
地
域

ご
と
に
授
業
の
内
容
は
違
っ
て
い
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
発
達
し

た
今
だ
か
ら
こ
そ
、
実
技
が
な
く
て
も

動
画
や
Ｃ
Ｇ
を
使
っ
て
、
水
の
危
険
性

や
注
意
点
を
効
果
的
に
教
え
る
こ
と
は

可
能
で
す
。

　

た
だ
し
、
水
と
安
全
に
親
し
む
機
会

と
し
て
水
泳
の
実
技
授
業
の
意
義
は
大

き
く
、
プ
ー
ル
が
な
い
た
め
に
そ
れ
が

受
け
ら
れ
な
い
状
況
は
好
ま
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
理
想
的
な
解
決
策
は
、
各
校

の
プ
ー
ル
を
廃
止
す
る
代
わ
り
に
自
治

体
が
公
営
プ
ー
ル
を
新
設
し
、
近
隣
の

学
校
が
順
番
に
利
用
す
る
形
で
し
ょ
う
。

授
業
以
外
の
時
間
帯
を
地
域
住
民
に
開

放
す
れ
ば
効
率
よ
く
活
用
で
き
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
個
々
の
自
治
体
で
状
況
は

異
な
り
、
そ
う
簡
単
に
実
現
は
で
き
な

い
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
学
校
プ
ー
ル
は
、

地
域
の
消
防
水
利
や
生
活
用
水
と
し
て

の
役
割
を
担
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、

学
校
の
事
情
だ
け
で
プ
ー
ル
存
続
の
可

否
を
決
定
す
る
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
今
必
要
な
の
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
を
超
え
た
対
話
だ
と
思
い
ま
す
。

学
校
、
保
護
者
、
自
治
体
、
地
域
な
ど

が
学
校
プ
ー
ル
の
現
状
に
関
す
る
情
報

を
共
有
し
、
問
題
点
を
把
握
し
た
う
え

で
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
有
用
な
水

泳
授
業
の
あ
る
べ
き
姿
を
一
緒
に
考
え

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

（
２
０
２
４
年
４
月
10
日
取
材
）

【教育学】
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年
齢
に
か
か
わ
ら
ず

生
涯
続
け
ら
れ
る

　

横
向
き
で
水
面
か
ら
顔
を
出
し
、
足

は
水
を
挟
み
込
ん
で
押
し
出
す
よ
う
な

「
あ
お
り
足
」
で
進
む
。
下
の
手
を
水

中
で
前
に
伸
ば
し
水
を
か
く
。
茨
城
県

水
戸
市
に
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
日
本

泳
法
の
一
流
派
、「
水す
い
ふ
り
ゅ
う

府
流
水
術
」
の
代

表
的
な
泳
法
の
一
つ
「
一ひ
と

重え

伸の
し

」
だ
。

　

水
府
流
水
術
協
会
が
、
子
ど
も
た
ち

と
成
人
を
対
象
に
毎
週
、
那な

珂か

川が
わ

べ
り

の
青
柳
公
園
屋
内
プ
ー
ル
で
水
府
流
水

術
の
教
室
を
開
い
て
い
る
。

　

同
協
会
の
樫
村
幸こ
う

治じ

さ
ん
は
水
戸
市

水
府
流
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
団
長
と
し

て
子
ど
も
た
ち
を
指
導
す
る
。
樫
村
さ

ん
は
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
て

競
泳
選
手
を
目
指
し
て
い
た
が
、
小
学

校
４
年
生
の
と
き
に
断
念
す
る
。
競
泳

を
や
め
た
こ
と
を
知
っ
た
担
任
の
教
師

に
日
本
泳
法
大
会
へ
の
出
場
を
勧
め
ら

れ
、
水
府
流
水
術
を
始
め
た
。

「
他
の
運
動
は
ダ
メ
で
し
た
が
泳
ぐ
の

だ
け
は
得
意
で
し
た
し
、
ま
た
水
泳
が

続
け
ら
れ
る
と
思
っ
て
。
日
本
泳
法
は

競
泳
と
違
い
タ
イ
ム
を
競
う
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
水
府
流
も
年
齢
を

問
わ
ず
に
で
き
る
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。

42
年
続
け
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
極
め
た

と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
」
と
微
笑
む
。

日
本
に
は
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
泳
ぎ
方
が
あ
り
ま
す
。
川
や
湖
、
海
な
ど
地
域

そ
れ
ぞ
れ
の
水
域
に
適
し
た
形
で
発
達
し
た
「
日
本
泳
法
」
で
す
。
現
在
は
13
の
流

派
が
存
在
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
茨
城
県
水
戸
市
で
継
承
さ
れ
て
い
る
「
水
府

流
水
術
」
の
歴
史
的
背
景
を
お
聞
き
し
、
泳
法
の
一
部
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「水府流水術」を訪ねて
泳ぎ方が？ 【身体教育・社会学】
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久慈川

那珂川

涸沼川

常
磐
線

常
磐
線

水
郡
線

涸沼

桜川

千波湖
水戸駅

久慈川

那珂川

涸沼川

常
磐
線

常
磐
線

水
郡
線

涸沼

桜川

水戸市 水府流
水泳道場跡

千波湖
水戸駅

　

日
本
泳
法
大
会
は
、
全
国
各
地
の
日

本
泳
法
の
流
派
が
集
い
、「
形
」
で
競
い

合
う
得
点
競
技
が
中
心
の
大
会
だ
。

　

水
府
流
水
術
の
場
合
、「
伸の

し
泳
ぎ
」

を
基
本
と
し
、
横
向
き
の
「
横お
う

体た
い

」、

平
泳
ぎ
に
似
た
「
平へ
い

体た
い

」、
立
ち
泳
ぎ

の
「
立
体
」、
さ
ら
に
「
飛
込
」「
潜
水
」

「
浮う
き

身み

」
に
大
別
さ
れ
る
が
、
細
か
く

分
け
る
と
１
８
０
種
類
に
及
ぶ
。
な
る

ほ
ど
一
生
を
か
け
て
極
め
る
に
値
す
る

泳
法
だ
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
１
８
０
種
類

も
あ
る
の
か
。
そ
の
謎
は
水
戸
の
土
地

と
歴
史
に
潜
ん
で
い
る
。

国
を
守
る
た
め
に

必
要
だ
っ
た「
水
術
」

　

城
下
町
の
水
戸
は
北
に
那
珂
川
が
流

れ
、
南
に
千せ
ん

波ば

湖こ

が
広
が
り
、
東
の
太

平
洋
も
遠
く
な
い
。
水
戸
と
い
う
地
名

が
表
す
通
り
、「
水
の
出
入
り
口
」
と
な

る
土
地
だ
。
し
か
も
江
戸
時
代
の
千
波

湖
は
今
の
５
倍
の
大
き
さ
だ
っ
た
と
い

う
。
し
た
が
っ
て
、
国
を
守
る
た
め
に

は
戦
国
時
代
か
ら
「
水
術
」
に
長
け
た

人
材
が
必
要
だ
っ
た
。

「
橋
な
ど
な
い
で
す
か
ら
合
戦
で
伝
令

を
走
ら
せ
る
の
に
川
や
湖
を
泳
げ
な
け

れ
ば
役
目
を
果
た
せ
ま
せ
ん
。
古
く
か

ら
水
泳
が
発
達
し
た
の
は
地
理
的
要
因

が
ま
ず
大
き
い
」
と
話
す
の
は
水
府
流

1 那珂川のほとりにある「水府流水泳道場跡」の石碑。上流と下
流では流れの速さが異なるため、泳法にも違いがあった 2 水府流
水術を育んだ那珂川。かつてはもっと遠浅で、川のなかほどまで立
ち込むことができたという 3 水府流水術協会の樫村幸治さん。水
戸市水府流スポーツ少年団の団長を務める 4 水府流水術の教
室に参加している子どもたち。これからの日本泳法の担い手となる

一重伸 ひとえのし
水府流水術の代表的な泳法
の一つ「一重伸」。体が上下
動せず伸びが長い、ゆったりと
余裕のある泳ぎが理想とされる

一重伸

12

34

日本泳法の一流派
180種ものなぜ

25 なぜ 180種もの泳ぎ方が？―日本泳法の一流派「水府流水術」を訪ねて



水
術
協
会
会
長
の
山
口
伸の

ぶ

淑よ
し

さ
ん
。

　

徳
川
御
三
家
の
一
つ
と
な
っ
た
水
戸

は
「
水
府
」
と
呼
ば
れ
た
。
初
代
頼
房
、

二
代
光
圀
以
来
、
代
々
の
藩
主
の
も
と

で
水
泳
術
が
発
達
す
る
。「
為
政
者
の
庇

護
・
奨
励
と
、
泳
ぎ
を
指
導
す
る
人
的

資
源
の
豊
か
さ
も
、
水
府
流
水
術
が
長

く
継
承
さ
れ
て
き
た
要
因
で
す
」
と
山

口
さ
ん
は
明
か
す
。

　

１
８
０
種
類
の
泳
ぎ
の
型
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
理
由
が
あ
る
。
例
え
ば
横
体
の

「
た
ぐ
り
伸
」
は
、
張
り
渡
し
た
綱
を

た
ぐ
り
な
が
ら
泳
ぐ
伸
し
泳
ぎ
だ
。
立

体
の
「
両
抜
手
」
は
、
水
面
か
ら
飛
び

上
が
っ
て
少
し
先
を
見
た
り
、
船
べ
り

や
岸
辺
・
小
岩
に
飛
び
つ
く
際
の
動
き

を
形
に
し
た
泳
法
。
底
が
浅
い
、
流
れ

が
急
、
障
害
物
が
流
れ
て
く
る
―
―
川

や
湖
の
佇
ま
い
は
場
所
に
よ
っ
て
異
な

り
、
な
お
か
つ
移
り
変
わ
る
。
ま
た
、

武
器
や
荷
物
を
身
に
着
け
運
び
な
が
ら

泳
ぐ
必
要
も
あ
っ
た
。「
自
然
環
境
や
目

的
に
合
っ
た
泳
ぎ
方
が
根
づ
き
、
少
し

ず
つ
変
わ
り
な
が
ら
伝
承
さ
れ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
」
と
山
口
さ
ん
は
言
う
。

　

多
様
な
環
境
の
水
域
に
囲
ま
れ
た
水

戸
と
い
う
土
地
で
、
身
を
護
り
安
全
に

水
を
渡
る
た
め
の
泳
法
が
豊
富
な
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
だ
の
は
、
当
然
の

成
り
行
き
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

継
承
の
場
は
プ
ー
ル
へ

遠
泳
大
会
も
復
活

　

明
治
時
代
の
廃
藩
置
県
後
と
終
戦
の

直
後
に
一
時
的
に
中
断
さ
れ
た
の
を
除

き
、
水
府
流
水
術
の
教
習
は
途
絶
え
た

こ
と
が
な
い
。「
水
質
汚
染
に
よ
り
那
珂

川
で
泳
げ
な
く
な
っ
た
１
９
６
３
年

（
昭
和
38
）
頃
ま
で
は
、
川
べ
り
の
水
泳

場
で
教
え
て
い
ま
し
た
。
ピ
ー
ク
時
に

は
７
つ
の
水
泳
場
に
生
徒
が
６
０
０
０

人
以
上
い
ま
し
た
」
と
山
口
さ
ん
は
振

り
返
る
。

　

那
珂
川
の
水
泳
場
が
順
次
、
閉
鎖
に

な
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
小
学
校
に
プ

ー
ル
が
設
置
さ
れ
は
じ
め
る
時
期
だ
っ

た
。
１
９
７
０
年
（
昭
和
45
）
に
は
、
青

柳
公
園
に
東
洋
一
と
い
わ
れ
た
６
面
の

巨
大
な
屋
外
プ
ー
ル
が
完
成
し
た
。
同

年
、
主
要
な
水
泳
場
の
師
範
が
大
同
団

結
し
、
那
珂
川
で
練
習
で
き
な
く
な
っ

て
も
水
戸
に
伝
わ
る
日
本
泳
法
を
後
世

へ
受
け
渡
す
べ
く
、
水
府
流
水
術
協
会

が
設
立
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
水
府
流
水

術
の
指
導
は
プ
ー
ル
で
行
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
。

　

し
か
し
、
那
珂
川
で
ま
っ
た
く
泳
が

な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
１
９
４

７
年
（
昭
和
22
）
か
ら
５
カ
所
の
水
泳
場

の
主
管
で
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
た
「
那

珂
川
遠
泳
大
会
」
は
、
１
９
６
３
年
に

中
止
さ
れ
た
が
、
河
川
環
境
の
改
善
に

よ
り
、
１
９
９
１
年
（
平
成
３
）
か
ら
再

開
さ
れ
た
。
水
府
流
水
術
協
会
も
主
催

団
体
の
一
つ
だ
。
千
歳
橋
か
ら
水
府
橋

ま
で
の
３
・
５
ｋｍ
を
平
泳
ぎ
、
横
泳
ぎ

で
隊
列
を
組
ん
で
泳
ぐ
。

　

同
協
会
副
会
長
の
荒
川
伊い
さ
み望

さ
ん
は

遠
泳
大
会
に
つ
い
て
こ
う
話
す
。

「
参
加
者
に
は
水
府
流
水
術
の
練
習
生

も
多
い
で
す
。
ど
こ
が
深
く
て
流
れ
が

速
い
か
を
熟
知
し
た
指
導
者
が
安
全
の

甲
冑
お
よ
ぎ

甲冑およぎ
樫村さんが披露してくれた

「甲冑およぎ」。水府流水
術の場合、鎧と兜のみなら
ず袴をはき、籠手や脛当も
装着しているので裸身に
比べて20kgほど重くなる。
難易度は高いが樫村さん
は見事に泳いで見せた。
左半身を上にして泳ぐのは
脇差を落とさないため

取材や撮影にご協力いただいた水府流水術の教室参加者。
都内など県外から毎週訪れる人もいる

5 1956年（昭和31）の水府流水術の稽古場風景。かつてはこのような稽古場がいく
つもあった　提供：水府流水術協会 6 水府流水術協会会長の山口伸淑さん（右）と
副会長の荒川伊望さん（左）

7 毎年夏に開催される「那珂川遠泳大会」　提供：公益財団法人 水戸市スポーツ振興協会
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た
め
伴
泳
し
、
船

で
先
導
し
ま
す
。

小
学
校
４
年
生
か

ら
参
加
で
き
て
、

80
代
の
方
も
泳
が

れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
水
面
か
ら

土
手
や
空
を
見
上

げ
る
と
、
と
て
も

気
持
ち
が
い
い
。

川
を
泳
い
で
初
め

て
わ
か
る
醍
醐
味

で
す
」

　

水
府
流
水
術
協

会
は
公
営
プ
ー
ル

や
小
学
校
で
の
指
導
の
ほ
か
、
日
本
泳

法
大
会
へ
の
出
場
に
加
え
、
審
査
委
員

な
ど
運
営
に
も
携
わ
る
。「
会
員
が
何
か

し
ら
の
役
割
を
担
い
、
日
本
泳
法
の
普

及
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。
泳
ぐ
だ
け
で

は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
な
経
験

が
で
き
る
の
も
『
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
』
た

る
ゆ
え
ん
で
す
」
と
山
口
さ
ん
は
話
す
。

　

継
承
の
場
は
川
か
ら
プ
ー
ル
に
移
っ

た
が
、「
流
れ
遠と
お

お
よ
ぎ
」
と
し
て
江
戸

時
代
に
始
ま
っ
た
那
珂
川
で
の
遠
泳
は

今
も
続
く
。
さ
ら
に
、
水
域

に
応
じ
て
育
ま
れ
た
日
本
古

来
の
泳
法
は
、
時
代
を
超
え

て
今
な
お
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

（
２
０
２
４
年
５
月
12
日
取
材
）

立泳 たちおよぎ
水底に足をつくことな
く静止する「立泳」。水
府流水術には踏み足、
あおり足、巻き足などい
くつもの形がある

小抜手 こぬきて
数ある水府流水術の泳法のなかで、もっ
とも動作が速くリズミカルに泳がなけれ
ばならないため、修得が難しい泳ぎの一
つとされる「小抜手」。クロールに似てい
てバタ足も使うが、左右交互に小さなあ
おり足を素早く使うのが本来の泳ぎ方

平伸 ひらのし
一重伸を平体（水面に対して平ら）にし
た泳ぎ方。平泳ぎにも見えるが、顔は上
げたままで、足はあおり足で進む。海藻や
藻がある浅瀬を泳ぐときに有効な泳法

亀浮 かめうき
頭と両手両足を水面から出す「亀浮」。浮身
の一種で、その名の通りカメが甲羅から頭や
足を出す姿に似る。自分の体の重心をきち
んと把握し、脱力も必要な浮身は実に難し
い。水府流水術には「浮身36体」と呼ばれ
る36の形を中心とするさまざまな浮身がある

小抜手

平伸

亀
浮

立
泳

7

【身体教育・社会学】
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←四万十川

小
学
校
４
年
生
の
と
き
に
、
中
村

市
（
現
・
四
万
十
市
）
の
市
街
地
か

ら
四
万
十
川
が
す
ぐ
そ
ば
を
流
れ
る

地
域
に
引
っ
越
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

は
泳
ぐ
の
が
苦
手
で
、
学
校
の
プ
ー

ル
の
授
業
は
毎
回
憂
鬱
で
し
た
。

　

転
校
先
で
は
み
ん
な
泳
ぎ
が
上
手

で
、
夏
休
み
に
な
る
と
毎
日
川
に
泳

ぎ
に
行
っ
て
い
た
の
で
、
私
も
つ
い

て
行
く
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ

こ
で
近
所
の
中
学
生
に
泳
ぎ
を
教
わ

っ
て
か
ら
は
楽
し
く
な
っ
て
、
沈
下

橋
か
ら
よ
く
飛
び
込
ん
で
い
ま
し
た
。

浮
き
輪
に
お
尻
を
す
っ
ぽ
り
入
れ
て
、

流
れ
に
身
を
任
せ
て
ど
こ
ま
で
行
け

る
か
試
す
遊
び
も
好
き
で
し
た
ね
。

「
こ
こ
は
流
れ
が
急
だ
か
ら
危
な
い
」

「
飛
び
込
む
な
ら
こ
こ
が
い
い
」
な
ど
、

川
遊
び
の
先
輩
た
ち
か
ら
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。

　

夏
の
川
は
涼
し
く
て
気
持
ち
い
い

で
す
が
、
長
く
泳
い
で
い
る
と
体
が
冷

え
る
の
で
、
し
ば
ら
く
泳
い
で
は
岸
に

上
が
っ
て
休
む
こ
と
も
自
然
と
覚
え

ま
し
た
。
中
学
生
に
な
っ
て
も
夏
休

み
に
は
毎
日
川
に
行
っ
て
い
た
の
で
、

家
で
ク
ー
ラ
ー
に
あ
た
っ
て
涼
ん
だ

記
憶
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
だ
川
で
泳
ぎ
は
じ
め
て
間
も
な

い
頃
に
、
一
度
だ
け
溺
れ
か
け
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
流
れ
の
速
い
と

こ
ろ
に
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
、

中
学
生
の
お
兄
さ
ん
に
助
け
て
も
ら

っ
た
ん
で
す
。
家
に
帰
っ
て
そ
の
こ

と
を
母
に
話
す
と
、
ケ
ロ
ッ
と
し
て

い
ま
し
た
。
今
で
こ
そ
危
な
く
て
ゾ

ッ
と
し
ま
す
が
、
当
時
は
溺
れ
か
け

て
泳
ぎ
を
覚
え
て
い
く
み
た
い
な
と

こ
ろ
は
あ
り
ま
し
た
ね
。

　

今
は
学
校
が
夏
休
み
に
入
っ
て
も
、

子
ど
も
だ
け
で
川
に
行
く
こ
と
が
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
親

が
教
え
な
い
限
り
川
遊
び
を
覚
え
な

い
の
で
、
川
で
遊
ぶ
子
ど
も
も
ず
い

ぶ
ん
減
っ
た
と
思
い
ま
す
。
少
し
寂

し
い
で
す
ね
。

林 大
たいすけ

介さん（65歳）
道の駅「よって西土佐」駅長

（四万十市西土佐地域）

❶佐竹さんが子どもの頃
に遊んだ高瀬沈下橋から
見た四万十川
❷岩間沈下橋を渡る男性
と柴犬（背景写真も岩間
沈下橋）
❸取材中に出会った川で
遊ぶ「川ガキ」の女の子

「
日
本
最
後
の

清
流
」で
育
っ
た

川
ガ
キ
た
ち

や
ん
ち
ゃ
に
遊
ん
だ
川
ガ
キ
時
代

代
々
伝
わ
る
ル
ー
ル
を
守
り

日
本
に
は
、
川
で
魚
を
捕
ま

え
た
り
橋
や
岩
場
か
ら
川
に
飛

び
込
ん
だ
り
す
る
「
川
ガ
キ
」
の

文
化
が
昔
か
ら
あ
り
ま
す
。

「
日
本
最
後
の
清
流
」
と
称
さ
れ

る
四
万
十
川
で
は
「
沈
下
橋
か
ら

飛
び
込
む
と
き
は
上
流
へ
」
な
ど

川
で
遊
ぶ
時
の
知
恵
が
文
化
と
し

て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て

高
知
県
を
訪
ね
ま
し
た
。

地
域
の
魅
力
を
広
め
る
会
社
で

広
報
を
務
め
る
佐
竹
貴
子
さ

ん
。子
ど
も
の
頃
は
沈ち
ん
か
ば
し

下
橋（
注
１
）か

ら
よ
く
飛
び
込
ん
だ
そ
う
。夏
休
み

に
自
転
車
で
通
っ
た
と
い
う
高
瀬
沈

下
橋
で
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

林
大
介
さ
ん
が
駅
長
を
務
め
る

道
の
駅
に
は
、四
万
十
川
流
域

の
産
品
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
ま
す
。

と
て
も
楽
し
そ
う
に
川
ガ
キ
時
代
を

振
り
返
る
林
さ
ん
の
笑
顔
に
、大
ら

か
な
人
柄
が
に
じ
み
出
て
い
ま
し
た
。

出
身
は
西
土
佐
村
（
現
・
四
万
十

市
）
で
、
子
ど
も
の
頃
は
家

の
近
く
に
あ
っ
た
長な
が
お
い生

沈
下
橋
の
周

辺
が
遊
び
場
で
し
た
。
泳
い
だ
り
釣

り
を
し
た
り
、
当
時
は
ま
だ
冬
に
雪

が
積
も
っ
た
の
で
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
と

竹
で
ソ
リ
を
つ
く
っ
て
河
原
で
ソ
リ

滑
り
も
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
一
年

中
、
川
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
ね
。

　

小
学
生
の
頃
、
大
水
（
注
2
）
の
と

き
に
ど
う
し
て
も
沈
下
橋
を
渡
っ
て

み
た
く
て
友
達
と
一
緒
に
渡
っ
た
と

こ
ろ
、
遠
く
で
見
て
い
た
親
に
大
目

玉
を
食
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
や

ん
ち
ゃ
な
川
ガ
キ
だ
っ
た
の
で
、

川
遊
び
で
親
に
叱
ら
れ
る
の

は
つ
き
も
の
で
し
た
。

　

私
が
小
学
生
だ
っ
た
昭
和
40
年
代

は
、
川
遊
び
に
関
し
て
上
級
生
か
ら

教
え
ら
れ
た
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
し
た
。

低
学
年
、
中
学
年
、
高
学
年
で
行
け

る
範
囲
が
決
ま
っ
て
い
て
、
５
・
６

年
生
に
な
れ
ば
対
岸
ま
で
横
断
で
き

る
と
い
う
ル
ー
ル
で
し
た
。
今
思
え

ば
私
が
低
学
年
の
頃
は
、
い
つ
も
上

級
生
が
川
で
遊
ぶ
の
を
見
守
っ
て
く

れ
て
い
ま
し
た
ね
。

　

ま
た
、「
川
は
場
所
に
よ
っ
て
流
れ

が
違
う
」「
流
心
に
行
く
ほ
ど
温
度

が
下
が
る
」「
台
風
が
来
る
と
川
底
の

地
形
が
変
わ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な

こ
と
も
す
べ
て
上
級
生
に
教
わ
り
ま

し
た
。
私
も
下
級
生
に
同
じ
よ
う
に

伝
え
て
い
ま
し
た
よ
。
そ
う
し
て
川

は
楽
し
く
も
あ
り
怖
い
も
の
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
遊
び
の
な
か
で

自
然
と
み
ん
な
覚
え
て
い
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
た
ま
に
川
の
渡
り
方

を
知
ら
な
い
で
育
っ
た
若
い
人
が
、

川
遊
び
中
に
命
を
落
と
す
ニ
ュ
ー
ス

を
見
る
と
心
が
痛
い
で
す
。

　

川
は
流
れ
が
あ
る
の
で
ま
っ
す
ぐ

に
は
泳
げ
ま
せ
ん
。
狙
っ
た
地
点
へ

泳
ぐ
に
は
、
30
ｍ
く
ら
い
上
流
か
ら

流
れ
に
身
を
任
せ
て
ゆ
っ
く
り
泳
ぐ

ん
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
体
力
を
消
耗

せ
ず
ち
ょ
う
ど
よ
い
ポ
イ
ン
ト
に
着

き
ま
す
。

　

今
は
川
遊
び
が
必
要
以
上
に
制
限

さ
れ
、
川
本
来
の
価
値
が
薄
れ
つ
つ

あ
り
ま
す
が
、
四
万
十
川
の
澄
ん
だ

水
の
美
し
さ
は
昔
と
ほ
と
ん
ど
変
わ

っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
大

切
な
地
域
の
宝
で
す
。 佐竹 貴子さん

株式会社 四万十ドラマ・広報
（四万十市中村地域）

  
川
遊
び
の
楽
し
さ

先
輩
た
ち
に
教
わ
っ
た

川
で
安
全
に
泳
い
で

遊
ぶ
知
恵
の
伝
承

（注１）沈下橋
増水時に川に沈んでしまうように設計された欄干のな
い橋のこと。欄干があると流木などが引っかかり水の
流れが悪くなって氾濫がよりひどくなる可能性がある。

（注2）大水
大雨や台風などで河川
があふれて多量の水が
流れ出ること。

１

２

３

【生活文化】
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←四万十川

小
学
校
４
年
生
の
と
き
に
、
中
村

市
（
現
・
四
万
十
市
）
の
市
街
地
か

ら
四
万
十
川
が
す
ぐ
そ
ば
を
流
れ
る

地
域
に
引
っ
越
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

は
泳
ぐ
の
が
苦
手
で
、
学
校
の
プ
ー

ル
の
授
業
は
毎
回
憂
鬱
で
し
た
。

　

転
校
先
で
は
み
ん
な
泳
ぎ
が
上
手

で
、
夏
休
み
に
な
る
と
毎
日
川
に
泳

ぎ
に
行
っ
て
い
た
の
で
、
私
も
つ
い

て
行
く
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ

こ
で
近
所
の
中
学
生
に
泳
ぎ
を
教
わ

っ
て
か
ら
は
楽
し
く
な
っ
て
、
沈
下

橋
か
ら
よ
く
飛
び
込
ん
で
い
ま
し
た
。

浮
き
輪
に
お
尻
を
す
っ
ぽ
り
入
れ
て
、

流
れ
に
身
を
任
せ
て
ど
こ
ま
で
行
け

る
か
試
す
遊
び
も
好
き
で
し
た
ね
。

「
こ
こ
は
流
れ
が
急
だ
か
ら
危
な
い
」

「
飛
び
込
む
な
ら
こ
こ
が
い
い
」
な
ど
、

川
遊
び
の
先
輩
た
ち
か
ら
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。

　

夏
の
川
は
涼
し
く
て
気
持
ち
い
い

で
す
が
、
長
く
泳
い
で
い
る
と
体
が
冷

え
る
の
で
、
し
ば
ら
く
泳
い
で
は
岸
に

上
が
っ
て
休
む
こ
と
も
自
然
と
覚
え

ま
し
た
。
中
学
生
に
な
っ
て
も
夏
休

み
に
は
毎
日
川
に
行
っ
て
い
た
の
で
、

家
で
ク
ー
ラ
ー
に
あ
た
っ
て
涼
ん
だ

記
憶
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
だ
川
で
泳
ぎ
は
じ
め
て
間
も
な

い
頃
に
、
一
度
だ
け
溺
れ
か
け
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
流
れ
の
速
い
と

こ
ろ
に
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
、

中
学
生
の
お
兄
さ
ん
に
助
け
て
も
ら

っ
た
ん
で
す
。
家
に
帰
っ
て
そ
の
こ

と
を
母
に
話
す
と
、
ケ
ロ
ッ
と
し
て

い
ま
し
た
。
今
で
こ
そ
危
な
く
て
ゾ

ッ
と
し
ま
す
が
、
当
時
は
溺
れ
か
け

て
泳
ぎ
を
覚
え
て
い
く
み
た
い
な
と

こ
ろ
は
あ
り
ま
し
た
ね
。

　

今
は
学
校
が
夏
休
み
に
入
っ
て
も
、

子
ど
も
だ
け
で
川
に
行
く
こ
と
が
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
親

が
教
え
な
い
限
り
川
遊
び
を
覚
え
な

い
の
で
、
川
で
遊
ぶ
子
ど
も
も
ず
い

ぶ
ん
減
っ
た
と
思
い
ま
す
。
少
し
寂

し
い
で
す
ね
。

林 大
たいすけ

介さん（65歳）
道の駅「よって西土佐」駅長

（四万十市西土佐地域）

❶佐竹さんが子どもの頃
に遊んだ高瀬沈下橋から
見た四万十川
❷岩間沈下橋を渡る男性
と柴犬（背景写真も岩間
沈下橋）
❸取材中に出会った川で
遊ぶ「川ガキ」の女の子

「
日
本
最
後
の

清
流
」で
育
っ
た

川
ガ
キ
た
ち

や
ん
ち
ゃ
に
遊
ん
だ
川
ガ
キ
時
代

代
々
伝
わ
る
ル
ー
ル
を
守
り

日
本
に
は
、
川
で
魚
を
捕
ま

え
た
り
橋
や
岩
場
か
ら
川
に
飛

び
込
ん
だ
り
す
る
「
川
ガ
キ
」
の

文
化
が
昔
か
ら
あ
り
ま
す
。

「
日
本
最
後
の
清
流
」
と
称
さ
れ

る
四
万
十
川
で
は
「
沈
下
橋
か
ら

飛
び
込
む
と
き
は
上
流
へ
」
な
ど

川
で
遊
ぶ
時
の
知
恵
が
文
化
と
し

て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て

高
知
県
を
訪
ね
ま
し
た
。

地
域
の
魅
力
を
広
め
る
会
社
で

広
報
を
務
め
る
佐
竹
貴
子
さ

ん
。子
ど
も
の
頃
は
沈ち
ん
か
ば
し

下
橋（
注
１
）か

ら
よ
く
飛
び
込
ん
だ
そ
う
。夏
休
み

に
自
転
車
で
通
っ
た
と
い
う
高
瀬
沈

下
橋
で
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

林
大
介
さ
ん
が
駅
長
を
務
め
る

道
の
駅
に
は
、四
万
十
川
流
域

の
産
品
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
ま
す
。

と
て
も
楽
し
そ
う
に
川
ガ
キ
時
代
を

振
り
返
る
林
さ
ん
の
笑
顔
に
、大
ら

か
な
人
柄
が
に
じ
み
出
て
い
ま
し
た
。

出
身
は
西
土
佐
村
（
現
・
四
万
十

市
）
で
、
子
ど
も
の
頃
は
家

の
近
く
に
あ
っ
た
長な
が
お
い生

沈
下
橋
の
周

辺
が
遊
び
場
で
し
た
。
泳
い
だ
り
釣

り
を
し
た
り
、
当
時
は
ま
だ
冬
に
雪

が
積
も
っ
た
の
で
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
と

竹
で
ソ
リ
を
つ
く
っ
て
河
原
で
ソ
リ

滑
り
も
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
一
年

中
、
川
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
ね
。

　

小
学
生
の
頃
、
大
水
（
注
2
）
の
と

き
に
ど
う
し
て
も
沈
下
橋
を
渡
っ
て

み
た
く
て
友
達
と
一
緒
に
渡
っ
た
と

こ
ろ
、
遠
く
で
見
て
い
た
親
に
大
目

玉
を
食
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
や

ん
ち
ゃ
な
川
ガ
キ
だ
っ
た
の
で
、

川
遊
び
で
親
に
叱
ら
れ
る
の

は
つ
き
も
の
で
し
た
。

　

私
が
小
学
生
だ
っ
た
昭
和
40
年
代

は
、
川
遊
び
に
関
し
て
上
級
生
か
ら

教
え
ら
れ
た
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
し
た
。

低
学
年
、
中
学
年
、
高
学
年
で
行
け

る
範
囲
が
決
ま
っ
て
い
て
、
５
・
６

年
生
に
な
れ
ば
対
岸
ま
で
横
断
で
き

る
と
い
う
ル
ー
ル
で
し
た
。
今
思
え

ば
私
が
低
学
年
の
頃
は
、
い
つ
も
上

級
生
が
川
で
遊
ぶ
の
を
見
守
っ
て
く

れ
て
い
ま
し
た
ね
。

　

ま
た
、「
川
は
場
所
に
よ
っ
て
流
れ

が
違
う
」「
流
心
に
行
く
ほ
ど
温
度

が
下
が
る
」「
台
風
が
来
る
と
川
底
の

地
形
が
変
わ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な

こ
と
も
す
べ
て
上
級
生
に
教
わ
り
ま

し
た
。
私
も
下
級
生
に
同
じ
よ
う
に

伝
え
て
い
ま
し
た
よ
。
そ
う
し
て
川

は
楽
し
く
も
あ
り
怖
い
も
の
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
遊
び
の
な
か
で

自
然
と
み
ん
な
覚
え
て
い
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
た
ま
に
川
の
渡
り
方

を
知
ら
な
い
で
育
っ
た
若
い
人
が
、

川
遊
び
中
に
命
を
落
と
す
ニ
ュ
ー
ス

を
見
る
と
心
が
痛
い
で
す
。

　

川
は
流
れ
が
あ
る
の
で
ま
っ
す
ぐ

に
は
泳
げ
ま
せ
ん
。
狙
っ
た
地
点
へ

泳
ぐ
に
は
、
30
ｍ
く
ら
い
上
流
か
ら

流
れ
に
身
を
任
せ
て
ゆ
っ
く
り
泳
ぐ

ん
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
体
力
を
消
耗

せ
ず
ち
ょ
う
ど
よ
い
ポ
イ
ン
ト
に
着

き
ま
す
。

　

今
は
川
遊
び
が
必
要
以
上
に
制
限

さ
れ
、
川
本
来
の
価
値
が
薄
れ
つ
つ

あ
り
ま
す
が
、
四
万
十
川
の
澄
ん
だ

水
の
美
し
さ
は
昔
と
ほ
と
ん
ど
変
わ

っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
大

切
な
地
域
の
宝
で
す
。 佐竹 貴子さん

株式会社 四万十ドラマ・広報
（四万十市中村地域）

  

川
遊
び
の
楽
し
さ

先
輩
た
ち
に
教
わ
っ
た

川
で
安
全
に
泳
い
で

遊
ぶ
知
恵
の
伝
承

（注１）沈下橋
増水時に川に沈んでしまうように設計された欄干のな
い橋のこと。欄干があると流木などが引っかかり水の
流れが悪くなって氾濫がよりひどくなる可能性がある。

（注2）大水
大雨や台風などで河川
があふれて多量の水が
流れ出ること。
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３
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❹川漁で矢野さんが使っている木造の舟
❺コロバシで矢野さんが捕らえたウナギ
❻四万十川の象徴であるアユ（塩焼き）。
これは道の駅「よって西土佐」で撮影

ウナギを捕えるため、川に
仕掛けを投入する松下さん

ウ
ナ
ギ
捕
り
で

学
校
の
プ
ー
ル
が「
四
万
十
川
」

今
も
川
が
遊
び
場
で
仕
事
場

目
覚
め
た

川
漁
の
魅
力

通
っ
て
い
た
小
学
校
（
四
万
十
町
立

広
井
小
学
校
。
現
在
は
閉
校)
に
は

プ
ー
ル
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ

か
ら
夏
の
水
泳
の
授
業
は
毎
回
こ
の

四
万
十
川
。
ま
さ
に
こ
こ
が
「
学
校

の
プ
ー
ル
」
で
し
た
。
目
標
物
に
な

る
岩
も
あ
っ
て
、
も
し
溺
れ
て
も
少

し
下
れ
ば
岩
に
引
っ
か
か
り
ま
す
。

深
さ
も
あ
ま
り
な
い
の
で
、
大
人
な

ら
歩
い
て
渡
れ
る
と
て
も
い
い
場
所

な
ん
で
す
。

　

当
時
、
僕
ら
の
小
学
校
で
は
上
級

生
が
２
〜
３
人
い
れ
ば
川
に
遊
び
に

行
っ
て
も
い
い
と
い
う
決
ま
り
で
、

夏
休
み
に
な
る
と
川
は
遊
び
場
で

し
た
。
泳
ぎ
も
最
初
は
犬

か
き
か
ら
始
ま
っ
て
、
ク

ロ
ー
ル
、
平
泳
ぎ
、
バ
タ

フ
ラ
イ
と
上
級
生
を
見
て

覚
え
ま
し
た
。
昔
は
ど
こ

の
親
も
農
作
業
な
ど
で
忙

し
か
っ
た
の
で
、
い
ろ
ん

な
こ
と
を
上
級
生
か
ら
教

わ
り
ま
し
た
ね
。
今
考
え
る
と
無
謀

に
み
え
る
遊
び
も
し
ま
し
た
が
、
痛

い
こ
と
も
怖
い
こ
と
も
、
理
屈
や
理

論
で
は
な
く
体
で
覚
え
て
い
っ
た
感

覚
で
す
。
そ
れ
で
も
、
当
時
川
で
命

を
落
と
し
た
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

僕
は
現
役
の
川
漁
師
で
す
が
、
父

も
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
子
ど
も
の
頃
に

川
で
遊
ん
で
い
る
と
父
が
よ
く
漁
を

し
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の
様
子
を
間

近
で
見
て
、
ア
ユ
の
釣
り
方
や
ウ
ナ
ギ

を
捕
る
た
め
の
「
コ
ロ
バ
シ
（
注
3
）
」

の
仕
掛
け
方
、
潜
り
方
な
ど
漁
に
必

要
な
こ
と
も
学
び
ま
し
た
。

　

今
で
も
川
に
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
す
ね
。
特
に
夏
は
泳
ぐ
わ
潜
る

わ
漁
も
す
る
わ
で
、「
ま
っ
た
く
連
絡

が
取
れ
な
い
」
と
よ
く

言
わ
れ
ま
す
。
お
か
げ

で
体
は
健
康
。
以
前
は

関
東
地
方
で
働
い
て
い

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
川
の
近
く
で
暮
ら

し
た
く
て
戻
っ
て
き
ま

し
た
。
水
た
ま
り
を
見

て
も
「
魚
が
お
ら
ん
か

な
〜
」
と
見
て
し
ま
う

ん
で
す
よ
。

　

海
も
好
き
で
す
が
、

海
は
対
岸
が
見
え
な
い

分
少
し
怖
い
。
川
は
な

ん
と
か
な
る
と
思
え
ま

す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
川

が
い
い
で
す
ね
。

　

取
材
中
に
、車
の
な
か
か
ら

「
か
わ
が
せ
ん
せ
い
」と
書
か
れ
た

看
板
を
見
か
け
ま
し
た
。印
象
的

な
フ
レ
ー
ズ
だ
っ
た
た
め
調
べ
た
と

こ
ろ
、子
ど
も
た
ち
が
川
で
安
全

に
遊
べ
る
よ
う
に
と
つ
く
ら
れ
た
、

川
遊
び
初
心
者
の
た
め
の『
川
ガ

キ
教
科
書
』の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

川
遊
び
の
楽
し
さ
や
危
険
も

含
め
、上
級
生
か
ら
教
わ
り
遊
び

の
な
か
で
自
然
と
身
に
つ
け
て
い

っ
た
、と
い
う
か
つ
て
の
川
ガ
キ
た

ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
表
す
よ
う
な

コ
ピ
ー
で
す
。

　

今
回
４
人
に
話
を
聞
き
な
が

ら
、川
に
は
川
な
ら
で
は
の
魅
力

が
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し

た
。「
危
な
い
か
ら
川
に
近
寄
る

な
」で
は
な
く
、川
の
こ
と
を
知

り
、何
が
危
険
か
把
握
し
た
う
え

で
楽
し
く
遊
ぶ
。そ
れ
が
四
万
十

の
魅
力
あ
る
川
ガ
キ
文
化
を
育

て
て
き
た
理
由
で
あ
り
、そ
の
こ

と
の
大
切
さ
を
改
め
て
教
え
て

も
ら
い
ま
し
た
。

（
２
０
２
４
年
５
月
19
～
20
日
取
材
）

僕
に
と
っ
て
川
は
、
昔
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
魚
を
掛
け
る
漁
場

で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
泳
ぎ
も
し
ま
し

た
よ
。
夏
休
み
は
学
校
の
プ
ー
ル
で

泳
ぐ
同
級
生
が
多
か
っ
た
な
か
で
、

僕
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
川
で
泳
い
で

い
ま
し
た
。
実
家
の
す
ぐ
下
が
川
な

の
で
、
目
の
前
に
こ
れ
だ
け
き
れ
い

な
川
が
あ
れ
ば
自
然
と
入
り
た
く
な

り
ま
す
。
川
の
渡
り
方
も
、
消
防
士

だ
っ
た
父
に
教
わ
り
ま
し
た
。

　

今
は
四
万
十
町
の
大
正
地
区
に
あ

る
酒
蔵
で
営
業
の
仕
事
を
し
て
い
ま

す
が
、
仕
事
の
行
き
帰
り
も
常
に
川

を
見
な
が
ら
、
ど
こ
に

何
を
仕
掛
け
よ
う
か
ワ

ク
ワ
ク
し
な
が
ら
考
え

て
い
ま
す
。

　

川
に
ハ
マ
っ
た
き
っ

か
け
は
ウ
ナ
ギ
で
す
。

ウ
ナ
ギ
は
夕
方
仕
掛
け

て
翌
朝
上
げ
に
行
く
の

で
す
が
、
中
学
校
２
年

生
の
と
き
に
後
輩
と
仕

掛
け
た
は
え
縄
（
注
4
）
に
ウ
ナ
ギ
が

掛
か
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
「
う
わ

ー
か
か
っ
た
ー
！
」
と
ア
ド
レ
ナ
リ

ン
が
出
ま
く
り
ま
し
た
。
あ
の
と
き

の
う
れ
し
さ
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

今
じ
ゃ
考
え
ら
れ
な
い
で
す
が
、
当

時
は
川
舟
も
な
い
の
で
、
後
輩
と
２

人
で
カ
ゴ
を
抱
え
て
上
流
ま
で
泳
い

で
仕
掛
け
に
行
き
、
翌
朝
ま
た
泳
い

で
行
っ
て
引
き
上
げ
て
い
ま
し
た
。

　

今
は
ア
ユ
の
火
振ぶ

り
漁
（
注
5
）

な
ど
も
や
り
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
ウ

ナ
ギ
を
捕
る
の
が
い
ち
ば
ん
好
き
で

す
ね
。
ウ
ナ
ギ
は
な
か
な
か
捕
れ
な

い
の
で
張
り
合
い

が
あ
り
ま
す
。
は
え
縄

の
仕
掛
け
は
誰
か
に
教
わ

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
学

生
の
頃
か
ら
試
行
錯
誤
し
て
改

良
を
重
ね
た
完
全
な
自
己
流
で
す
。

　

こ
れ
だ
け
楽
し
い
川
で
も
、
大
雨

が
降
っ
た
後
は
濁
流
に
の
ま
れ
そ
う

に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
僕
の

子
ど
も
は
１
歳
で
す
が
、
川
の
楽
し

さ
を
教
え
た
い
半
面
、
危
険
と
隣
り

合
わ
せ
な
こ
と
は
さ
せ
た
く
な
い
の

も
本
音
で
す
ね
。

夏
は
「
ア
ユ
」
中
心
で
日
々
を
暮
ら
す
矢
野

健
一
さ
ん
は
、
地
元
で
茶
農
家
も
営
む

現
役
の
川
漁
師
。四
季
を
通
じ
て
川
と
と
も
に

生
き
る
四
万
十
川
大
好
き
人
間
の
矢
野
さ
ん
が
、

小
学
生
の
頃
に
泳
い
で
い
た
と
い
う「
プ
ー
ル
」

に
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。

松下 知史さん（27歳）
株式会社 無

む て む か

手無冠・営業
（四万十町十川地域）

川ガキに学ぶ
賢い川の遊び方

（注3）コロバシ
竹や木でできたウナギを捕獲
するための筒状の仕掛け。

（注4）はえ縄
1本の幹縄に多数の枝縄をつけ、枝
縄の先端に釣り鉤をつけた仕掛け。

（注5）火振り漁
川面で松明を振りながら網
に鮎を追い込む伝統漁法。

佐
竹
さ
ん
か
ら「
若
者
で
い
ち
ば
ん
の

川
好
き
」と
紹
介
さ
れ
た
の
が
松
下

さ
ん
。川
岸
で
ウ
ナ
ギ
の
仕
掛
け
を
つ
く
り

投
じ
る
と
こ
ろ
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。川

で
魚
を
捕
る
の
が
大
好
き
で
、「
こ
の
あ
と

親
父
と
一
緒
に
舟
で
上
流
ま
で
仕
掛
け
に

行
く
ん
で
す
」と
楽
し
そ
う
で
す
。

矢野 健一さん（52歳）
川漁師・茶農家

（四万十町十
と お わ

和地域）

小学校時代、矢野さんが水泳授業
を受けた場所

5

6

4

【生活文化】

31 30水の文化 77号　特集　みんな、泳いでる？「日本最後の清流」で育った川ガキたち――川で安全に泳いで遊ぶ知恵の伝承



❹川漁で矢野さんが使っている木造の舟
❺コロバシで矢野さんが捕らえたウナギ
❻四万十川の象徴であるアユ（塩焼き）。
これは道の駅「よって西土佐」で撮影

ウナギを捕えるため、川に
仕掛けを投入する松下さん

ウ
ナ
ギ
捕
り
で

学
校
の
プ
ー
ル
が「
四
万
十
川
」

今
も
川
が
遊
び
場
で
仕
事
場

目
覚
め
た

川
漁
の
魅
力

通
っ
て
い
た
小
学
校
（
四
万
十
町
立

広
井
小
学
校
。
現
在
は
閉
校)

に
は

プ
ー
ル
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ

か
ら
夏
の
水
泳
の
授
業
は
毎
回
こ
の

四
万
十
川
。
ま
さ
に
こ
こ
が
「
学
校

の
プ
ー
ル
」
で
し
た
。
目
標
物
に
な

る
岩
も
あ
っ
て
、
も
し
溺
れ
て
も
少

し
下
れ
ば
岩
に
引
っ
か
か
り
ま
す
。

深
さ
も
あ
ま
り
な
い
の
で
、
大
人
な

ら
歩
い
て
渡
れ
る
と
て
も
い
い
場
所

な
ん
で
す
。

　

当
時
、
僕
ら
の
小
学
校
で
は
上
級

生
が
２
〜
３
人
い
れ
ば
川
に
遊
び
に

行
っ
て
も
い
い
と
い
う
決
ま
り
で
、

夏
休
み
に
な
る
と
川
は
遊
び
場
で

し
た
。
泳
ぎ
も
最
初
は
犬

か
き
か
ら
始
ま
っ
て
、
ク

ロ
ー
ル
、
平
泳
ぎ
、
バ
タ

フ
ラ
イ
と
上
級
生
を
見
て

覚
え
ま
し
た
。
昔
は
ど
こ

の
親
も
農
作
業
な
ど
で
忙

し
か
っ
た
の
で
、
い
ろ
ん

な
こ
と
を
上
級
生
か
ら
教

わ
り
ま
し
た
ね
。
今
考
え
る
と
無
謀

に
み
え
る
遊
び
も
し
ま
し
た
が
、
痛

い
こ
と
も
怖
い
こ
と
も
、
理
屈
や
理

論
で
は
な
く
体
で
覚
え
て
い
っ
た
感

覚
で
す
。
そ
れ
で
も
、
当
時
川
で
命

を
落
と
し
た
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

僕
は
現
役
の
川
漁
師
で
す
が
、
父

も
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
子
ど
も
の
頃
に

川
で
遊
ん
で
い
る
と
父
が
よ
く
漁
を

し
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の
様
子
を
間

近
で
見
て
、
ア
ユ
の
釣
り
方
や
ウ
ナ
ギ

を
捕
る
た
め
の
「
コ
ロ
バ
シ
（
注
3
）
」

の
仕
掛
け
方
、
潜
り
方
な
ど
漁
に
必

要
な
こ
と
も
学
び
ま
し
た
。

　

今
で
も
川
に
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
す
ね
。
特
に
夏
は
泳
ぐ
わ
潜
る

わ
漁
も
す
る
わ
で
、「
ま
っ
た
く
連
絡

が
取
れ
な
い
」
と
よ
く

言
わ
れ
ま
す
。
お
か
げ

で
体
は
健
康
。
以
前
は

関
東
地
方
で
働
い
て
い

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
川
の
近
く
で
暮
ら

し
た
く
て
戻
っ
て
き
ま

し
た
。
水
た
ま
り
を
見

て
も
「
魚
が
お
ら
ん
か

な
〜
」
と
見
て
し
ま
う

ん
で
す
よ
。

　

海
も
好
き
で
す
が
、

海
は
対
岸
が
見
え
な
い

分
少
し
怖
い
。
川
は
な

ん
と
か
な
る
と
思
え
ま

す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
川

が
い
い
で
す
ね
。

　

取
材
中
に
、車
の
な
か
か
ら

「
か
わ
が
せ
ん
せ
い
」と
書
か
れ
た

看
板
を
見
か
け
ま
し
た
。印
象
的

な
フ
レ
ー
ズ
だ
っ
た
た
め
調
べ
た
と

こ
ろ
、子
ど
も
た
ち
が
川
で
安
全

に
遊
べ
る
よ
う
に
と
つ
く
ら
れ
た
、

川
遊
び
初
心
者
の
た
め
の『
川
ガ

キ
教
科
書
』の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

川
遊
び
の
楽
し
さ
や
危
険
も

含
め
、上
級
生
か
ら
教
わ
り
遊
び

の
な
か
で
自
然
と
身
に
つ
け
て
い

っ
た
、と
い
う
か
つ
て
の
川
ガ
キ
た

ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
表
す
よ
う
な

コ
ピ
ー
で
す
。

　

今
回
４
人
に
話
を
聞
き
な
が

ら
、川
に
は
川
な
ら
で
は
の
魅
力

が
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し

た
。「
危
な
い
か
ら
川
に
近
寄
る

な
」で
は
な
く
、川
の
こ
と
を
知

り
、何
が
危
険
か
把
握
し
た
う
え

で
楽
し
く
遊
ぶ
。そ
れ
が
四
万
十

の
魅
力
あ
る
川
ガ
キ
文
化
を
育

て
て
き
た
理
由
で
あ
り
、そ
の
こ

と
の
大
切
さ
を
改
め
て
教
え
て

も
ら
い
ま
し
た
。

（
２
０
２
４
年
５
月
19
～
20
日
取
材
）

僕
に
と
っ
て
川
は
、
昔
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
魚
を
掛
け
る
漁
場

で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
泳
ぎ
も
し
ま
し

た
よ
。
夏
休
み
は
学
校
の
プ
ー
ル
で

泳
ぐ
同
級
生
が
多
か
っ
た
な
か
で
、

僕
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
川
で
泳
い
で

い
ま
し
た
。
実
家
の
す
ぐ
下
が
川
な

の
で
、
目
の
前
に
こ
れ
だ
け
き
れ
い

な
川
が
あ
れ
ば
自
然
と
入
り
た
く
な

り
ま
す
。
川
の
渡
り
方
も
、
消
防
士

だ
っ
た
父
に
教
わ
り
ま
し
た
。

　

今
は
四
万
十
町
の
大
正
地
区
に
あ

る
酒
蔵
で
営
業
の
仕
事
を
し
て
い
ま

す
が
、
仕
事
の
行
き
帰
り
も
常
に
川

を
見
な
が
ら
、
ど
こ
に

何
を
仕
掛
け
よ
う
か
ワ

ク
ワ
ク
し
な
が
ら
考
え

て
い
ま
す
。

　

川
に
ハ
マ
っ
た
き
っ

か
け
は
ウ
ナ
ギ
で
す
。

ウ
ナ
ギ
は
夕
方
仕
掛
け

て
翌
朝
上
げ
に
行
く
の

で
す
が
、
中
学
校
２
年

生
の
と
き
に
後
輩
と
仕

掛
け
た
は
え
縄
（
注
4
）
に
ウ
ナ
ギ
が

掛
か
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
「
う
わ

ー
か
か
っ
た
ー
！
」
と
ア
ド
レ
ナ
リ

ン
が
出
ま
く
り
ま
し
た
。
あ
の
と
き

の
う
れ
し
さ
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

今
じ
ゃ
考
え
ら
れ
な
い
で
す
が
、
当

時
は
川
舟
も
な
い
の
で
、
後
輩
と
２

人
で
カ
ゴ
を
抱
え
て
上
流
ま
で
泳
い

で
仕
掛
け
に
行
き
、
翌
朝
ま
た
泳
い

で
行
っ
て
引
き
上
げ
て
い
ま
し
た
。

　

今
は
ア
ユ
の
火
振ぶ

り
漁
（
注
5
）

な
ど
も
や
り
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
ウ

ナ
ギ
を
捕
る
の
が
い
ち
ば
ん
好
き
で

す
ね
。
ウ
ナ
ギ
は
な
か
な
か
捕
れ
な

い
の
で
張
り
合
い

が
あ
り
ま
す
。
は
え
縄

の
仕
掛
け
は
誰
か
に
教
わ

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
学

生
の
頃
か
ら
試
行
錯
誤
し
て
改

良
を
重
ね
た
完
全
な
自
己
流
で
す
。

　

こ
れ
だ
け
楽
し
い
川
で
も
、
大
雨

が
降
っ
た
後
は
濁
流
に
の
ま
れ
そ
う

に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
僕
の

子
ど
も
は
１
歳
で
す
が
、
川
の
楽
し

さ
を
教
え
た
い
半
面
、
危
険
と
隣
り

合
わ
せ
な
こ
と
は
さ
せ
た
く
な
い
の

も
本
音
で
す
ね
。

夏
は
「
ア
ユ
」
中
心
で
日
々
を
暮
ら
す
矢
野

健
一
さ
ん
は
、
地
元
で
茶
農
家
も
営
む

現
役
の
川
漁
師
。四
季
を
通
じ
て
川
と
と
も
に

生
き
る
四
万
十
川
大
好
き
人
間
の
矢
野
さ
ん
が
、

小
学
生
の
頃
に
泳
い
で
い
た
と
い
う「
プ
ー
ル
」

に
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。

松下 知史さん（27歳）
株式会社 無

む て む か

手無冠・営業
（四万十町十川地域）

川ガキに学ぶ
賢い川の遊び方

（注3）コロバシ
竹や木でできたウナギを捕獲
するための筒状の仕掛け。

（注4）はえ縄
1本の幹縄に多数の枝縄をつけ、枝
縄の先端に釣り鉤をつけた仕掛け。

（注5）火振り漁
川面で松明を振りながら網
に鮎を追い込む伝統漁法。

佐
竹
さ
ん
か
ら「
若
者
で
い
ち
ば
ん
の

川
好
き
」と
紹
介
さ
れ
た
の
が
松
下

さ
ん
。川
岸
で
ウ
ナ
ギ
の
仕
掛
け
を
つ
く
り

投
じ
る
と
こ
ろ
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。川

で
魚
を
捕
る
の
が
大
好
き
で
、「
こ
の
あ
と

親
父
と
一
緒
に
舟
で
上
流
ま
で
仕
掛
け
に

行
く
ん
で
す
」と
楽
し
そ
う
で
す
。

矢野 健一さん（52歳）
川漁師・茶農家

（四万十町十
と お わ

和地域）

小学校時代、矢野さんが水泳授業
を受けた場所
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【文化をつくる】

山口県の佐波川（さばがわ）で泳ぐ坂本貴啓さん（連載「Go! Go! 109 水系」
執筆者）。川を知り尽くしている坂本さんだからこそ、泳ぐときはライフジャケット
を着て、周囲を注意深く観察する

着
目
し
た
の
は

近
代
泳
法「
以
前
」の
こ
と

「
あ
な
た
は
泳
げ
る
の
？
」
と
聞
か
れ
た
ら
、

皆
さ
ん
は
ど
う
答
え
る
だ
ろ
う
？

「
平
泳
ぎ
な
ら
か
な
り
泳
げ
る
け
ど
、
ク
ロ
ー

ル
は
ヘ
タ
か
な
」

「
実
は
カ
ナ
ヅ
チ
で
…
…
」

「
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
て
い
た
か
ら

一
通
り
泳
げ
る
け
ど
、
海
は
苦
手
」

「
海
辺
で
育
っ
た
か
ら
ふ
つ
う
に
泳
げ
る
」

「
ス
キ
ュ
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を

も
っ
て
る
ん
だ
」

　

試
し
に
周
囲
の
人
た
ち
に
聞
い
て
み
る
と
、

い
ろ
い
ろ
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
そ
の
人
の

出
身
地
や
生
い
立
ち
な
ど
意
外
な
一
面
を
知
る

と
同
時
に
、一
言
で
「
泳
ぐ
」
と
い
っ
て
も
、あ

る
人
に
と
っ
て
の
舞
台
は
プ
ー
ル
で
あ
り
、
ま

た
別
の
人
に
と
っ
て
は
川
や
海
や
海
底
の
場
合

も
あ
り
、
思
い
の
ほ
か
多
様
な
こ
と
に
気
づ
く
。

　

泳
ぐ
に
関
す
る
話
で
盛
り
上
が
る
の
は
小
中

学
生
時
代
の
プ
ー
ル
授
業
の
思
い
出
だ
。

「
消
毒
の
た
め
に
浸
か
っ
た
水
槽
っ
て
ま
だ
あ

る
の
か
な
？
」

「
あ
の
目
を
洗
う
や
つ
、
苦
手
だ
っ
た
。
ど
う

し
て
も
目
を
瞑
っ
て
し
ま
う
か
ら
」

　

昭
和
生
ま
れ
に
は
な
じ
み
深
い
「
腰
洗
い

槽
」
と
「
洗
眼
器
」
は
も
う
使
わ
れ
て
い
な
い

そ
う
だ
。
気
温
が
低
い
日
に
震
え
な
が
ら
浴
び

た
シ
ャ
ワ
ー
も
、
今
は
温
水
式
が
主
流
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
学
校
プ
ー
ル
の
設
備
だ
け
で
も
数

十
年
経
つ
と
変
化
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
学
校
プ

ー
ル
と
水
泳
授
業
が
曲
が
り
角
を
迎
え
て
い
る

ら
し
い
。

　

今
こ
そ
「
泳
ぐ
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
―
―

と
ス
タ
ー
ト
し
た
本
特
集
だ
が
、
抜
け
て

い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
に
お
気
づ
き
だ

ろ
う
か
。
そ
う
、
ク
ロ
ー
ル
を
は
じ

め
と
す
る
近
代
泳
法
を
取
り
上
げ
て

い
な
い
。『
日
本
民
俗
大
事
典
』
の

「
水
泳
」
の
項
で
は
「
水
の
中
を

お
よ
ぐ
こ
と
。
水
お
よ
ぎ
と
も

い
う
。」
と
あ
る
。
意
外
と
曖

昧
で
幅
が
広
い
。
な
ら
ば
近

代
泳
法
は
他
に
任
せ
て
、

そ
こ
に
至
る
道
筋
や
少
な

く
な
っ
た
川
ガ
キ
な
ど

に
目
を
向
け
よ
う
と
考

え
た
の
だ
。

地
理
的
条
件
か
ら
見
た

「
泳
ぐ
」の
系
譜

　

そ
も
そ
も
ヒ
ト
の
体
は
魚
類
の
よ
う
な
泳
ぐ

こ
と
に
適
し
た
構
造
で
は
な
い
。
図
１
は
高
木

英
樹
さ
ん
の
著
書
『
人
は
ど
こ
ま
で
速
く
泳
げ

る
の
か
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
イ
ラ
ス
ト
を
編

集
部
が
描
き
直
し
た
。
こ
れ
は
公
益
財
団
法
人 

海
洋
生
物
環
境
研
究
所
が
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
公

開
し
て
い
る
図
に
、
高
木
さ
ん
が
「
ヒ
ト
」
を

書
き
添
え
て
作
成
し
た
も
の
。
ヒ
ト

が
泳
ぐ
速
度
は
、
海
で
プ
ル
プ
ル

と
か
わ
い
ら
し
く
泳
い
で
い
る

ト
ラ
フ
グ
に
も
劣
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

し
か
も
、
日
本
人
の
体
型
は
長
身

痩
躯
が
多
い
欧
米
人
に
比
べ
て
ハ
ン
デ

ィ
を
負
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

日
本
の
競
泳
選
手
は
世
界
と
伍
し
て
戦
っ

て
き
た
。
日
本
人
特
有
の
探
究
心
や
創
意

工
夫
な
ど
が
「
水
泳
ニ
ッ
ポ
ン
」
の
伝
統
を

つ
く
っ
た
と
い
え
る
。
近
代
泳
法
４
種
の
う
ち
、

特
に
平
泳
ぎ
が
お
家
芸
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
伝
統

的
に
強
い
の
は
、
和
式
ト
イ
レ
で
育
っ
た
日
本

人
の
足
首
が
柔
軟
だ
か
ら
と
い
う
説
も
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
要
因
は
、
地
理
的
条
件

と
そ
こ
か
ら
育
ま
れ
た
数
々
の
泳
法
の
存
在
が

挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

海
に
囲
ま
れ
た
島
国
で
あ
り
、
海
岸
線
は
砂

浜
と
岩
場
が
連
続
し
、
入
り
江
や
小
さ
な
島
も

点
在
す
る
複
雑
な
構
造
を
し
て
い
る
。
ま
た
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
比
べ
る
と
川
の
勾
配
は
と

て
も
急
で
、
明
治
時
代
に
川
や
港
湾
の
工
事
の

た
め
に
来
日
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
、
ヨ
ハ
ネ

ス
・
デ
・
レ
ー
ケ
が
日
本
の
川
を
見
て
「
こ
れ

は
川
で
は
な
い
、
滝
だ
」
と
驚
い
た
と
伝
わ
る

よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
水
域
が
存
在
し
、
そ
れ

に
適
応
す
る
形
で
泳
法
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。

　

13
の
流
派
が
伝
わ
る
日
本
泳
法
の
う
ち
、
今

回
は
水す

い
ふ
り
ゅ
う

府
流
水
術
を
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

紙
幅
の
関
係
で
取
材
記
事
で
は
言
及
で
き
な
か

っ
た
が
、
か
つ
て
水
府
流
水
術
に
は
、
流
れ
の

速
い
上
流
の
稽
古
場
で
発
達
し
た
と
さ
れ
る

「
上う

わ

町ま
ち

泳
ぎ
」、
江
戸
の
水
戸
藩
邸
の
池
で
指
南

さ
れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
「
下し

た

町ま
ち

泳
ぎ
」

の
二
系
統
が
存
在
し
、
泳
ぎ
も
少
し
異
な
っ
て

い
た
と
い
う
。

　

海
で
も
川
で
も
湖
沼
で
も
、
祖
先
は
魚
介
類

を
生
き
る
糧
と
し
て
採
取
し
て
き
た
。
戦
国
時

代
に
は
武
術
の
一
つ
と
な
り
、
江
戸
時
代
に
は

各
藩
が
水
術
を
編
み
出
す
。
明
治
時
代
に
は
青

少
年
の
健
康
と
体
力
の
増
強
を
狙
う
富
国
強
兵

策
と
も
結
び
つ
き
水
練
場
の
整
備
が
進
み
、
海

水
浴
も
奨
励
さ
れ
た
。
１
９
２
０
年
（
大
正
９
）

に
開
催
さ
れ
た
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
第
７
回
ア

ン
ト
ワ
ー
プ
大
会
）
で
惨
敗
し
た
こ
と
か
ら
西
洋

の
近
代
泳
法
を
取
り
入
れ
る
…
…
。
駆
け
足
で

見
え
て
き
た
の
は

泳
ぐ
の
多
彩
さ

編
集
部

32水の文化 77号　特集　みんな、泳いでる？
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図3	子どもが溺れる原因として考えられること 
 出典：佐藤友音・池田拓人（2019）「小学校体

育における水泳授業の実態に関する研究―目
標・内容・方法に着目した課題の抽出―」和歌山
大学教育学部紀要 教育科学 第70集（2020）, 
pp.109-116.（グラフは編集部作成）

図1	魚とヒトとの泳速度比較 
 出典：（公財）海洋生物環境研究所「海の豆知識

Vol.5」魚の遊泳能力と温度、高木英樹著『人はど
こまで速く泳げるのか』を参考に編集部作成

図2	「浮いて待て」海に転落した場合の対処法 
 出典：海上保安庁ニュースリリースを参考に編集部作成
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算による
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大きく息を吸い、空気を肺に溜める。
あごを上げて上を見ると呼吸しやすい

手は水面より下

手足は大の字に広げる
靴は履いたまま。
軽い靴は浮きぐ
代わりに

ま
と
め
る
と
こ
う
し
た
流
れ
に
な
る
が
、
根
底

に
は
水
と
水
辺
で
営
み
を
つ
づ
け
た
人
び
と
が

い
る
。

「
泳
ぎ
の
原
点
」に

今
こ
そ
立
ち
返
ろ
う

　

翻
っ
て
現
代
を
見
る
と
、「
泳
ぎ
が
上
手
＝
プ

ー
ル
で
泳
い
だ
と
き
に
ク
ロ
ー
ル
が
速
い
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
。
し
か

し
、
四
万
十
川

で
沈ち

ん

下か

橋ば
し

か
ら

飛
び
込
ん
で
い

た
か
つ
て
の
川

ガ
キ
た
ち
、
そ

し
て
房
総
半
島

南
部
で
漁
を
し

て
海
と
暮
ら
し

て
き
た
人
た
ち

に
話
を
聞
い
た

あ
と
は
、「
泳

ぐ
」
の
定
義
は
今
よ
り
も
も
っ
と
広
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
「
泳
げ
る
？
」
と
聞

く
と
、「
平
泳
ぎ
な
ら
泳
げ
る
」「
泳
げ
な
い
」

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
し
か

し
、
海
で
漁
師
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
艫と

も

居い

進
さ
ん
の
答
え
は
違
っ
た
。

　

艫
井
さ
ん
は
熟
考
し
た
の
ち
、「
ク
ロ
ー
ル
と

か
平
泳
ぎ
と
か
『
ち
ゃ
ん
と
』
泳
げ
る
か
と
言

わ
れ
る
と
泳
げ
な
い
け
れ
ど
、
溺
れ
な
い
程
度

に
は
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
赤
沼
竜
義
さ
ん
が

「
速
さ
よ
り
も
海
の
漁
師
は
深
く
潜
れ
る
か
ど

う
か
が
重
要
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
泳
ぐ
行

為
が
何
の
た
め
に
あ
っ
た
の
か
を
振
り
返
る
と
、

「
自
分
の
身
を
守
る
術
」
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な

原
点
に
思
い
至
る
。

　

実
際
、
小
中
学
校
で
「
水
泳
運
動
」
と
し
て

行
な
わ
れ
て
い
た
「
ク
ロ
ー
ル
」
と
「
平
泳

ぎ
」
に
加
え
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
っ

て
新
た
に
「
安
全
確
保
に
つ
な
が
る
運
動
」
が

追
加
さ
れ
た
。「
背
浮
き
や
浮
き
沈
み
を
し
な
が

ら
続
け
て
長
く
浮
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」

す
る
も
の
で
、
小
学
校
は
２
０
２
０
年
（
令
和

２
）
か
ら
、
中
学
校
で
は
２
０
２
１
年
（
令
和
３
）

か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　

服
を
着
た
ま
ま
水
の
な
か
に
落
ち
て
し
ま
っ

た
場
合
、「
背
浮
き
」
は
有
効
と
い
わ
れ
て
い
る

（
図
２
）。
肺
に
空
気
を
溜
め
て
、
口
と
鼻
以
外

の
体
の
部
位
を
沈
ま
せ
る
。
お
へ
そ
を
浮
か
せ

て
体
を
ま
っ
す
ぐ
に
保
つ
。
そ
れ
で
浮
く
感
覚

は
つ
か
め
る
そ
う
だ
。
子
ど
も
が
溺
れ
る
原
因

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
水
に
対
す
る
恐
怖
心
」

と
「
息
継
ぎ
が
で
き
な
い
」
に
対
し
て
も
背
浮

き
は
有
効
と
さ
れ
る
（
図
３
）。
ま
さ
に
原
点
回

帰
が
図
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

「
泳
ぐ
」を
遡
る
と

多
様
な
古
層
が
見
え
て
く
る

　

四
万
十
川
で
は
、
幸
運
な
こ
と
に
絶
滅
危
惧

種
と
さ
れ
る
川
ガ
キ
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

夕
暮
れ
に
お
母
さ
ん
が
見
守
る
な
か
、
姉
弟
は

い
つ
ま
で
も
泳
い
で
い
た
。
そ
れ
は
ど
ん
な
心

象
風
景
と
な
る
の
だ
ろ
う
。

　

巻
頭
言
を
お
願
い
し
た
村
山
嘉
昭
さ
ん
の
著

書
『
川
ガ
キ
』
に
は
福
島
県
・
檜ひ

の

枝え

岐ま
た

川が
わ

の
少

年
４
人
組
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
ま
だ

雪
が
残
る
４
月
１
日
に
川
に
飛
び
込
ん
で
い
た

と
い
う
。
檜
枝
岐
村
に
知
人
が
い
る
の
で
聞
い

て
み
る
と
、
彼
ら
は
高
校
進
学
で
い
っ
た
ん
村

を
離
れ
た
が
、
３
人
は
村
に
戻
っ
て
き
て
働
い

て
い
る
そ
う
だ
。
四
万
十
川
の
現
役
の
川
漁
師
、

矢
野
健
一
さ
ん
も
関
東
で
働
い
て
い
た
も
の
の
、

川
の
そ
ば
で
暮
ら
し
た
く
て
帰
郷
し
た
。

　

身
近
に
川
や
海
な
ど
が
あ
り
、
そ
こ
に
体
を

浸
し
て
遊
ぶ
。
そ
ん
な
時
間
を
過
ご
し
た
思
い

出
は
、
故
郷
か
ら
離
れ
が
た
い
愛
着
も
育
む
よ

う
だ
。

　

近
代
泳
法
以
前
の
「
泳
ぐ
」
に
目
を
向
け
、

薄
皮
を
一
枚
一
枚
剥
が
す
よ
う
に
見
て
い
く
と
、

古
層
に
は
多
様
で
豊
か
な
文
化
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
「
泳
ぐ
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
前

号
の
「
そ
ば
」
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
今
は

当
然
と
さ
れ
る
事
柄
も
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
と
知

ら
な
い
こ
と
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
行
き
つ

く
。
水
と
人
の
暮
ら
し
は
、
な
ん
と
奥
深
い
も

の
な
の
か
。

　

も
ち
ろ
ん
近
代
泳
法
を
扱
わ
な
か
っ
た
の
は

否
定
的
な
意
味
で
は
な
い
。
都
市
部
に
住
む
多

く
の
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
水
に
直
接
ふ
れ
る

貴
重
な
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
。
ま
も
な

く
４
年
に
一
度
の
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
が
開
か
れ

る
。「
水
泳
ニ
ッ
ポ
ン
」
の
精
鋭
た
ち
が
世
界
と

ど
う
戦
う
の
か
目
を
凝
ら
し
、
思
い
き
り

応
援
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
も
し
も
最
近
泳

い
で
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
体
を

水
に
浸
し
て
手
足
を
自
由
に
動
か
し
て
み

た
い
。
プ
ー
ル
で
も
海
で
も
川
で
も
湖
で

も
、
自
分
が
好
き
な
水
の
場
所
で
。

【文化をつくる】
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若芽をいただく秋田の「じゅんさい鍋」

「
沼ぬ

な
わ縄

」と
う
た
わ
れ
た
高
級
食
材

　

ぐ
つ
ぐ
つ
と
煮
立
っ
た
鍋
の
な
か
へ
、
い
ち
ば
ん
最
後
に
入
れ
る
具
材
が
「
じ

ゅ
ん
さ
い
」
だ
。
す
ぐ
に
色
が
鮮
や
か
な
緑
に
変
わ
る
の
で
煮
過
ぎ
な
い
う
ち
に

取
り
皿
へ
移
す
。
じ
ゅ
ん
さ
い
を
箸
で
つ
ま
も
う
と
し
て
も
「
プ
ル
ン
」
と
逃
げ

て
い
く
の
は
、
ゼ
リ
ー
状
の
ぬ
め
り
（
寒
天
質
）
を
ま
と
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
な
ん

と
か
口
に
運
ぶ
と
プ
チ
プ
チ
と
し
た
食
感
、
そ
し
て
つ
る
り
と
喉
を
通
る

さ
わ
や
か
な
風
味
を
感
じ
る

―
。

　

こ
こ
は
秋
田
県
北
西
部
に
あ
る
三み
た
ね
ち
ょ
う

種
町
。
日
本
有
数
の
じ
ゅ
ん

さ
い
の
生
産
地
だ
。
じ
ゅ
ん
さ
い
は
ス
イ
レ
ン
科
の
多
年
草
で
、

古
く
は
「
沼ぬ
な
わ縄
」
と
う
た
わ
れ
、
高
級
食
材
と
し
て
懐
石
料

理
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。

　

じ
ゅ
ん
さ
い
を
栽
培
す
る
沼
の
水
面
に
は
葉
が
び
っ
し

り
浮
か
ぶ
が
、
人
び
と
が
食
べ
る
の
は
葉
に
な
る
前
の
若

芽
。
沼
底
か
ら
水
面
に
伸
び
る
茎
か
ら
枝
分
か
れ
し
た

若
芽
を
、
舟
に
乗
っ
た
摘
み
手
が
一
つ
ず
つ
収
穫
し
て

出
荷
す
る
。

来
客
を
鍋
で
も
て
な
す
秋
田
の
食
文
化

　

か
つ
て
じ
ゅ
ん
さ
い
は
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、

今
は
三
種
町
の
ほ
か
青
森
、
山
形
、
福
島
、
北
海
道
な
ど

限
ら
れ
た
地
域
で
栽
培
さ
れ
る
の
み
。
な
ぜ
な
の
か
？

「
じ
ゅ
ん
さ
い
は
ね
、
き
れ
い
な
水
じ
ゃ
な
い
と
育
た
な

い
ん
だ
よ
」

　

そ
う
話
す
の
は
長
年
じ
ゅ
ん
さ
い
を
育
て
て
い
る
石
川
勇

吉
さ
ん
。
石
川
さ
ん
の
じ
ゅ
ん
さ
い
沼
に
は
白
神
山
地
を
水
源

と
す
る
素す

ば

り
波
里
ダ
ム
（
注
）
の
水
が
引
か
れ
て
い
る
。

「
じ
ゅ
ん
さ
い
は
繊
細
な
水
草
な
の
で
農
薬
は
使
い
ま
せ
ん
。
除
草
剤

を
使
っ
た
ら
枯
れ
て
し
ま
う
し
、
生
活
排
水
が
流
れ
込
ん
で
も
ダ
メ
に
な

り
ま
す
」

　

唯
一
用
い
る
の
は
、
じ
ゅ
ん
さ
い
の
若
芽
を
食
べ
て
し
ま
う
ユ
ス
リ
カ
の
幼
虫

に
対
す
る
薬
剤
の
み
。
こ
れ
は
魚
毒
性
が
き
わ
め
て
低
い
た
め
、
じ
ゅ
ん
さ
い
沼

で
は
メ
ダ
カ
が
群
れ
を
な
し
、
ト
ン
ボ
が
飛
び
交
い
、
カ
エ
ル
や
ド
ジ
ョ
ウ
や
タ

ニ
シ
が
い
て
賑
や
か
だ
。

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
き
れ
い
な

水
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
水
生
植
物
の
若

芽
を
食
す
秋
田
の「
じ
ゅ
ん
さ
い
鍋
」で
す
。

「
水
中
の
エ
メ
ラ
ル
ド
」
を
食
す

じ
ゅ
ん
さ
い
鍋

じ
ゅ
ん
さ
い
鍋
（
秋
田
県
山
本
郡
三
種
町
） 23

秋田県 岩手県

青森県

山形県
宮城県

秋田

三種町

由利本荘

横手

大館
能代

水の文化 77号　食の風土記
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じ
ゅ
ん
さ
い
の
収
穫
は
若
芽
が
出
る

５
月
か
ら
８
月
の
お
盆
ご
ろ
ま
で
。
地

元
の
人
た
ち
は
酢
の
物
に
し
た
り
、
わ

さ
び
醤
油
や
酢
味
噌
で
和
え
た
り
も
す

る
が
、
鍋
で
食
べ
る
こ
と
が
多
い
。

「
暑
い
時
期
に
な
ん
で
鍋
？ 

と
よ
く
言

わ
れ
ま
す
が
、
も
と
も
と
秋
田
は
鍋
が

多
い
。『
き
り
た
ん
ぽ
鍋
』
は
有
名
で
す
が
、

貝
焼
き
が
訛な
ま

っ
た
『
か
や
き
鍋
』、
ご
は

ん
を
す
り
つ
ぶ
し
た
団
子
の
『
だ
ま
こ

鍋
』
も
あ
る
。
お
客
さ
ん
が
来
た
ら
鍋

で
も
て
な
す
食
文
化
が
あ
る
ん
で
す
」

　

じ
ゅ
ん
さ
い
鍋
は
家
で
つ
く
れ
る
だ

ま
こ
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
ょ
う

ゆ
ベ
ー
ス
の
出
汁
に
、
鶏
肉
、
マ
イ
タ

ケ
、
長
ネ
ギ
、
ゴ
ボ
ウ
、
し
ら
た
き
な

ど
を
入
れ
た
後
に
じ
ゅ
ん
さ
い
を
投
入

す
る
。

「
じ
ゅ
ん
さ
い
は
主
役
な
の
に
、
な
ぜ

か
最
後
に
登
場
す
る
ん
だ
よ
ね
」
と
石

川
さ
ん
は
い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
笑
っ
た
。

子
ど
も
が
夢
中
に
な
る

生
き
も
の
賑
わ
う
沼

　

三
種
町
（
当
時
は
山
本
町
）
が
じ
ゅ
ん
さ

い
の
栽
培
に
乗
り
出
し
た
の
は
昭
和
50

年
代
。
国
の
減
反
政
策
に
よ
る
米
の
転

作
作
物
と
し
て
、
こ
の
地
に
自
生
し
て

い
た
じ
ゅ
ん
さ
い
に
目
を
向
け
た
。

「
生
産
量
の
ピ
ー
ク
は
１
９
９
１
年
の

１
２
６
０
ト
ン
。
生
産
者
が
も
っ
と
も

多
か
っ
た
の
は
そ
の
翌
年
で
５
７
８
戸

を
数
え
ま
し
た
」
と
三
種
町
商
工
観
光

交
流
課
係
長
の
近
藤
健
さ
ん
は
語
る
。

現
在
、
国
内
で
流
通
す
る
じ
ゅ
ん
さ
い

の
約
８
割
が
中
国
産
と
い
わ
れ
る
な
か
、

２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
に
三
種
町
森
岳

じ
ゅ
ん
さ
い
の
里
活
性
化
協
議
会
（
以

下
、
協
議
会
）
を
設
立
し
、
三
種
町
の
国

産
じ
ゅ
ん
さ
い
と
食
文
化
の
伝
承
、
消

費
の
拡
大
に
力
を
注
ぐ
。

　

日
本
の
農
業
を
取
り
巻
く
高
齢
化
問

題
は
じ
ゅ
ん
さ
い
も
例
外
で
は
な
い
。

２
０
２
３
年
（
令
和
５
）
の
生
産
量
は
２

１
０
ト
ン
、
生
産
者
は
１
２
７
戸
。
次

代
を
担
う
若
手
の
登
場
が
待
た
れ
る
。

　

協
議
会
で
は
毎
年
６
月
に
「
世
界
じ

ゅ
ん
さ
い
摘
み
採
り
選
手
権
大
会
」
を

開
催
し
て
い
る
。
１
時
間
で
ど
れ
ほ
ど

多
く
の
じ
ゅ
ん
さ
い
を
摘
み
採
れ
る
か

を
競
う
も
の
で
今
年
で
11
回
目
。
ま
た
、

観
光
農
園
と
し
て
「
摘
み
と
り
体
験
」

も
毎
年
受
け
入
れ
て
い
る
。

「
生
き
も
の
が
い
っ
ぱ
い
い
る
の
で
子

ど
も
た
ち
は
大
喜
び
で
す
。
そ
う
し
て

若
い
人
た
ち
が
興
味
を
も
っ
て
く
れ
る

と
い
い
で
す
ね
」
と
石
川
さ
ん
は
言
う
。

機
械
も
農
薬
も
化
学
肥
料
も
使
わ
ず
、

雑
草
取
り
も
収
穫
も
す
べ
て
手
で
行
な

う
栽
培
法
は
ま
さ
に
農
業
の
理
想
形
。

ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
が
豊
富
で
成
分
の
90

％
以
上
が
水
分
だ
。「
水
中
の
エ
メ
ラ
ル

ド
」
と
も
称
さ
れ
る
じ
ゅ
ん
さ
い
に
、

も
っ
と
光
が
当
た
る
こ
と
を
願
う
。

（
２
０
２
４
年
５
月
27
～
28
日
取
材
）

じゅんさい鍋（5人分）

（注）素波里ダム
1970年竣工の秋田県営の多目的ダム。
三種町のほか、八峰町、藤里町、能代
市の田畑に水を供給する。

123石 川さんの
じゅんさい沼にいたメ
ダカ、イトトンボ、タニ
シ。夏が近づくほど生
きものは増えていく

［ 撮影協力］ホテル森山館
秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢 115-72
Tel.0185-83-3300　http://www.moriyamakan.com/

［取材協力］
石川さんの沼
秋田県山本郡三種町
鹿渡字西小瀬川351

だまこ 20～25個
長ネギ 3本
ゴボウ 適量(ささがき)
セリ 1把(水菜でも可)
マイタケ 1パック
油揚げ 2枚
鶏肉 250～300g
しらたき 適量
じゅんさい 200g
しょうゆベースの出汁 
適量
鶏肉はぶつ切りに、マ
イタケは割いておく
米をすりつぶしてこね
るだまこ。秋田ではふ
つうに家庭でつくって
食べる
出汁が温まったら、ゴボ
ウ、マイタケ、鶏肉、しら
たきなどの順に入れ、
一呼吸置いて鶏肉が
煮えるのを待つ。火が
通ったらセリを入れる。
最後にじゅんさいを投
入し、緑色になったら火
を止める。じゅんさいを
温めすぎると食感を損
なうので注意

4「じゅんさいを育てるのは楽しい」と話す石川勇吉さん（株式会社秋田芝生 取締役会長） 5じゅんさ
いの普及に努める三種町商工観光交流課係長の近藤健さん 6購入したときは一つの大きな沼だった
と言う石川さんのじゅんさい沼。5月から8月初旬まで毎日、舟に乗った摘み手がじゅんさいを収穫 7じゅ
んさいの若芽。茎から枝分かれした若芽を食す 8摘み手の女性たちが早朝から作業して収穫したじゅん
さい 9ホテル森山館で提供するじゅんさい料理。左は酢味噌、右は青じそドレッシングで食す �撮影に
ご協力いただいたホテル森山館。じゅんさい鍋は事前予約が必要

毎年６月に開かれる「世界じゅんさい摘み採り選手権大会」。ソロの部と
ペアの部が設けられ、近年は外国からの参加者も
提供：三種町商工観光交流課

7

8

9

10

1

2

3

4

1 

2
3

4

4

56

3 12

「水中のエメラルド」を食す じゅんさい鍋
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〈
水
場
の
存
続
〉と

〈
水
場
の「
価
値
」存
続
〉

み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル

4
年
目
は
、
長
崎
県
島
原
市
の
島
原
湧

水
群
を
対
象
と
す
る
。

今
回
の
調
査
は
収
穫
が
大
き
い
。
例

年
の
夏
の
調
査
合
宿
に
匹
敵
す
る
ほ
ど

の
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
夜
の

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
白
熱
し
た
。
最

終
日
前
夜
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

そ
れ
ま
で
よ
り
も
問
う
べ
き
ク
エ
ス
チ

ョ
ン
が
浮
か
び
あ
が
り
、
現
場
の
人
び

と
の
論
理
を
た
ど
り
な
が
ら
そ
の
解
を

導
き
だ
す
心
躍
る
時
間
で
あ
っ
た
。
初

回
の
連
載
（
68
号
）
に
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
で
は
仮
説
が
裏
切
ら
れ
、
現
場
で

も
っ
と
深
い
問
い
を
立
て
る
重
要
性
を

述
べ
た
が
、
今
回
の
経
験
も
そ
れ
に
あ

た
る
。
そ
ん
な
経
験
の
共
有
を
願
っ
て
、

調
査
の
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
し
て
き
た
い
。

ま
ず
は
、
島
原
湧
水
群
を
と
り
あ
げ

る
理
由
を
名
水
百
選
選
定
地
が
抱
え
る

課
題
と
と
も
に
あ
げ
て
お
こ
う
。
１
９

８
５
年
（
昭
和
60
）
か
ら
は
じ
ま
っ
た
環

境
省
に
よ
る
名
水
百
選
選
定
制
度
の
狙

い
は
、「
名
水
」
の
お
墨
付
き
を
与
え
る

こ
と
に
よ
る
環
境
保
全
と
地
域
活
性
化

の
促
進
に
あ
っ
た
。
地
域
資
源
の
再
評

価
に
よ
っ
て
新
た
な
管
理
の
担
い
手
の

参
画
や
集
客
に
よ
る
経
済
的
効
果
が
期

待
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
選
定
か
ら
40
年
が
経
過

　
　
　

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
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ね
て
議
論
し
、
解
決
策
を
提

案
す
る
研
究
活
動
「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
。
４

年
目
を
迎
え
た
２
０
２
４
年
度
は
、
名
水
百
選
の
選
定
地
で
あ
る
長
崎
県

島
原
市
の
「
島
原
湧
水
群
」
を
対
象
地
域
に
選
び
ま
し
た
。

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
で
す
。
野
田
さ
ん
の
指
導
の
も
と
、
新
３
年
生
の
ゼ
ミ
生

11
名
と
ミ
ツ
カ
ン
社
員
２
名
が
研
究
に
取
り
組
み
ま
す
。
２
０
２
４
年
５

月
２
～
５
日
、
野
田
さ
ん
と
ゼ
ミ
生
た
ち
は
島
原
市
を
訪
ね
、
島
原
湧
水

群
の
「
浜
の
川
湧
水
」
を
中
心
に
調
査
を
重
ね
ま
し
た
。

観
光
地
化
が
進
む
「
浜
の
川
湧
水
」
に
お
い
て
、
そ
の
水
を
使
っ
て
暮
ら

し
て
い
る
地
元
の
人
た
ち
は
来
訪
者
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
田
さ
ん
に
記
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

朝早くに洗濯物を抱え
て浜の川湧水へやっ
てきた満尾はるこさん
とゼミ生たち

暮らしに根づ いた水場の「価値」
存
続
の
論
理

　

名
水
百
選「
浜
の
川
湧
水
」か
ら

考
え
る
生
活
と
観
光

水の文化 77号　みず・ひと・まちの未来モデル

未来
みず

モデ
ル
20
24

ひと

第1
回

島原
編

まち
の

生活 観光



37 暮らしに根づいた水場の「価値」存続の論理――名水百選「浜の川湧水」から考える生活と観光

し
た
い
ま
、
存
続
が
危
惧
さ
れ
る
名
水

百
選
選
定
地
も
で
て
き
た
。
そ
の
理
由

は
、
①
水
場
の
観
光
地
化
に
伴
っ
て
、

地
元
住
民
の
〈
生
活
〉
と
〈
観
光
〉
の
折

り
合
い
が
つ
け
ら
れ
な
い
う
え
に
、
②

地
元
住
民
の
利
用
者
・
管
理
者
の
減
少

や
高
齢
化
に
よ
っ
て
、
誰
も
利
用
し
な

い
魅
力
の
な
い
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
変
貌

し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
地
元
住
民
か

ら
は
「
昔
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
か
、「
な
ん
の
た
め
に
守
る
の
か
」
と

い
っ
た
存
続
の
是
非
を
問
う
声
が
発
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
問
題
な
の
は
、
観
光
地
化
や

担
い
手
不
足
と
い
う
表
面
的
な
現
象
で

は
な
い
。
人
び
と
は
地
元
住
民
の
暮
ら

し
に
根
付
い
た
水
場
の
「
価
値
」
を
知

る
利
用
者
や
管
理
者
が
い
な
く
な
る
こ

と
を
嘆
い
た
り
、
地
元
の
生
活
利
用
の

「
価
値
」
か
ら
離
れ
た
水
場
が
保
全
さ

れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
な
ん
と
も
や
る

せ
な
い
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で

あ
る
（
注
1
）。
す
な
わ
ち
、
名
水
百
選

選
定
制
度
は
た
し
か
に
〈
水
場
の
存

続
〉
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、

地
元
住
民
の
暮
ら
し
に
根
付
い
た
〈
水

場
の
「
価
値
」
存
続
〉
に
至
っ
て
い
な

い
こ
と
が
本
質
的
な
問
題
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
地
元

住
民
に
共
有
さ
れ
た
水
場
の
「
価
値
」

を
存
続
で
き
な
け
れ
ば
、
観
光
客
を
惹

き
つ
け
る
観
光
資
源
に
も
な
り
え
な
い

浜の川湧水で遊ぶ子ども。かんざらし
を提供する「銀水」が営業している
時間帯は観光客が多い

山口県
山口

西之表

島原市

下関

宇部

周南

防府

萩

長門

対馬 岩国

柳井

長崎県

大
村
湾

佐賀県
福岡県

熊本県

長崎

諫早
雲仙岳

西海

佐世保

平戸

福岡

久留米

熊本

八代
天草

水俣

銀水
浜の川湧水

水頭の井戸
（水頭ポケットパーク）

　つくも　じま
九十九島

島
原
武
家

屋
敷
通
り

島
原
鉄
道

島原城
島原駅

霊丘公園体育館

島原船津

島原市役所
鯉
の
泳
ぐ
ま
ち

湧水庭園四明荘

霊丘公園
島原灯台

白土湖

暮らしに根づ いた水場の「価値」
NODA Takehito
1981年岐阜県関市生まれ。2015
年3月早稲田大学大学院人間科
学研究科博士課程修了。博士（人
間科学）。2019年4月より現職。専
門は社会学（環境社会学・地域社
会学・観光社会学）。2023年8月、
著書『井戸端からはじまる地域再生
―暮らしから考える防災と観光』

（筑波書房）を上梓した。

野田岳仁
法政大学

現代福祉学部 准教授

生活 観光
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こ
と
で
あ
ろ
う
。
地

元
の
人
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、「
形
（
ハ
ー

ド
）
だ
け
残
っ
て
も

な
ん
に
も
な
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

こ
の
問
題
に
対
し

て
島
原
湧
水
群
の
事

例
は
そ
の
ヒ
ン
ト
を

示
し
て
く
れ
る
予
感

が
あ
っ
た
。
も
っ
と

も
、
こ
の
本
質
的
な

問
題
に
ス
ト
レ
ー
ト

に
応
答
で
き
る
か
確

信
が
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
少
な
く

と
も
そ
の
手
が
か
り

と
な
り
そ
う
な
問
い

に
は
応
答
で
き
る
と

考
え
て
い
た
。

浜
の
川
湧
水
に
お
け
る

〈
生
活
〉と〈
観
光
〉の
拮
抗

島
原
湧
水
群
の
代
表
格
で
あ
る
「
浜

の
川
湧
水
」
で
は
、
浜
の
川
町
内
会
の

共
有
地
に
あ
る
共
同
洗
い
場
で
あ
り
な

が
ら
、
驚
く
こ
と
に
島
原
市
の
政
策
上

は
、
隣
接
す
る
島
原
名
物
「
か
ん
ざ
ら

し
」
の
名
店
「
銀
水
」（
創
業
大
正
4
年
・
２
０

１
６
年
復
活
）
と
と
も
に
「
観
光
施
設
」
と

し
て
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
地
元
住
民
の
〈
生
活
〉
と
〈
観
光
〉

と
が
拮
抗
す
る
典
型
例
な
の
で
あ
る
。

す
ぐ
後
に
デ
ー
タ
を
示
す
通
り
、

「
浜
の
川
湧
水
」
は
２
０
１
８
年
８
月

の
調
査
時
点
で
は
１
日
に
88
人
の
利
用

者
で
あ
っ
た
の
が
、
約
４
倍
の
３
４
３

人
に
増
加
し
、
市
内
有
数
の
観
光
ス
ポ

ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
（
注
２
）。
観
光
地

化
に
伴
っ
て
、
地
元
住
民
は
観
光
客
が

訪
れ
る
時
間
帯
を
避
け
て
水
場
を
利
用

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
し
、
観
光
客

に
よ
る
私
有
地
へ
の
無
断
駐
車
に
迷
惑

し
て
い
る
人
も
い
る
。
最
近
で
は
、
水

を
飲
む
た
め
の
柄
杓
が
真
っ
二
つ
に
折

ら
れ
、
私
た
ち
が
訪
れ
た
1
週
間
前
に

は
新
し
い
柄
杓
3
本
が
盗
ま
れ
た
と
い

う
の
だ
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浜
の
川
町
内
会

の
対
応
は
じ
つ
に
前
向
き
で
、
ま
る
で

観
光
地
化
を
歓
迎
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
も
み
え
る
。
も
っ
と
も
、
調
査
を
進

め
て
い
く
と
人
び
と
の
態
度
に
は
差
異

が
あ
っ
て
、
歓
迎
と
ま
で
は
い
え
な
い
意

見
を
示
す
人
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
で
も
、
町
内
会
と
し
て
は
前

向
き
に
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
名
水
百
選
の
現
場
を
数
多

く
歩
い
て
き
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
観
光
地

化
に
前
向
き
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
出
会
っ

た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
見
不
可
解
に

も
み
え
る
人
び
と
の
態
度
の
背
後
に
あ

る
地
域
社
会
の
受
け
入
れ
の
論
理
を
い

つ
か
解
き
明
か
し
た
い
と
考
え
て
い
た

と
こ
ろ
に
、
こ
の
連
載
を
読
ん
で
く
だ

さ
っ
て
い
る
町
内
会
長
の
相さ
が
ら良

信
一
さ

ん
か
ら
「
ぜ
ひ
う
ち
で
も
」
と
声
を
掛

け
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
、
今
年
の
８
月
に
は
名
水
百
選
選
定

地
の
１
７
６
の
市
町
村
が
一
堂
に
会
す

る
「
名
水
サ
ミ
ッ
ト
」
が
島
原
市
で
開

催
さ
れ
、
水
へ
の
関
心
が
高
ま
る
絶
好

の
機
会
で
も
あ
る
。

浜
の
川
湧
水
の
観
光
地
化
を

受
け
入
れ
る
論
理

で
は
、
な
ぜ
人
び
と
は
観
光
地
化
を

受
け
入
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は

そ
の
理
由
を
分
析
す
る
た
め
に
、
ま
ず

は
浜
の
川
湧
水
の
利
用
実
態
を
把
握
す

る
こ
と
を
目
指
し
た
。
朝
６
時
か
ら
夕

方
６
時
ま
で
の
12
時
間
水
場
に
張
り
付

い
て
調
査
を
行
う
と
、
表
１
の
よ
う
に

じ
つ
に
多
様
な
利
用
が
み
ら
れ
た
。

表
１
を
み
て
わ
か
る
こ
と
は
、
明
ら

か
に
観
光
地
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
で

あ
る
。
１
日
の
利
用
者
数
３
４
３
人
と

い
う
数
字
は
、
２
０
２
１
年
度
実
施
の

松
本
編
（
69
号
）
の
「
源
智
の
井
戸
」
の
２

０
９
人
を
超
え
る
驚
く
べ
き
数
字
で
あ

る
。
地
域
の
洗
い
場
の
利
用
者
数
と
し

て
は
全
国
最
多
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
２
０
１
８
年
の
数
字
と
比

べ
て
も
、
行
政
政
策
上
の
「
観
光
施

設
」
と
い
う
位
置
づ
け
を
体
現
す
る
か

の
よ
う
に
、
観
光
客
の
利
用
が
急
増
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
表
を
丁
寧
に

み
る
と
、
浜
の
川
町
内
会
や
近
隣
住
民

の
利
用
は
早
朝
の
時
間
帯
に
集
中
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
10
時
の
か
ん
ざ

ら
し
店
舗
「
銀
水
」
の
オ
ー
プ
ン
と
と

も
に
、
水
場
は
観
光
客
利
用
に
一
変
す

る
。
そ
し
て
、「
銀
水
」
利
用
者
が
落
ち

着
き
だ
す
夕
方
に
な
る
と
、
再
び
地
元

住
民
の
利
用
に
戻
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、

〈
生
活
〉
と
〈
観
光
〉
の
棲
み
分
け
が
な

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
れ

は
、
住
民
の
生
活
戦
略
と
し
て
の
工
夫

（注1）ここでいう水場の「価値」とは、水を汲んだり、洗濯できたりという「資源的価値」だ
けを指しているのではない。この連載で各地のフィールドから明らかにしてきたように、人び
との関係性やむら（村落）の自治と不可分という、いわば「社会的価値」も含まれるであろう。

水の文化 77号　みず・ひと・まちの未来モデル

浜の川湧水をさまざまに利用する地元の
方々。聞きとり調査にご協力いただいた

朝6時から夕方6時まで３時間
ずつ交替しながら浜の川湧水で
聞きとりを続ける学生たち
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な
の
だ
と
捉
え
る
ゼ
ミ
生
も
い
た
。
そ

う
ま
で
し
て
観
光
地
化
を
受
け
入
れ
る

理
由
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。

調
査
を
進
め
て
い
く
と
、
浜
の
川
湧

水
の
持
続
的
利
用
に
対
し
て
、
町
内
会

が
抱
え
る
不
安
要
素
が
２
つ
あ
る
こ
と

が
み
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
不
安

要
素
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
、
水
場

の
観
光
地
化
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
は
、
水
質
の
安
全
性
に
つ
い

て
で
あ
る
。
住
民
は
も
ち
ろ
ん
、
水
汲

み
に
訪
れ
る
観
光
客
が
増
加
す
る
な
か

で
、
水
質
の
安
全
性
の
確
保
は
懸
念
材

料
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は
島
原
市
に

よ
っ
て
年
に
１
回
の
水
質
検
査
が
行
わ

れ
て
い
た
が
、
浜
の
川
湧
水
が
引
き
込

ま
れ
た
「
銀
水
」
が
復
活
す
れ
ば
、
食

品
衛
生
法
の
規
制
の
も
と
、
毎
月
の
水

質
検
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
利
用
者
の
安
全
と
安
心
に
つ
な
が

る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
掃
除
の
担
い
手
不

足
で
あ
っ
た
。
町
内
会
で
は
、
毎
週
日

曜
日
に
浜
の
川
湧
水
の
掃
除
を
行
う
。

班
ご
と
の
輪
番
制
で
あ
る
。
藻
が
生
え

な
い
よ
う
に
念
入
り
に
タ
イ
ル
を
磨
く

必
要
が
あ
り
、
し
っ
か
り
や
ろ
う
と
す

れ
ば
、
10
人
ほ
ど
必
要
な
も
の
な
の
だ

と
い
う
（
表
２
と
表
３
）。

（注2）2018年8月28日の6時〜18時までに当時
の所属先である立命館大学のゼミ生とともに、浜
の川湧水で利用実態の調査を行っている。

■ 表1 浜の川湧水の利用実態（利用件数／人数）

■ 表2 浜の川町内会の戸数

6：00-  7：00
7：00-  8：00
8：00-  9：00
9：00-10：00
10：00-11：00
11：00-12：00
12：00-13：00
13：00-14：00
14：00-15：00
15：00-16：00
16：00-17：00
17：00-18：00

利用者の属性
利用区分

計

2
1

1

4

1
2

4
3
3
1
1
1

1
3
20

1
2

2

1

2

8

町内会
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 見

島原市内 長崎県内 長崎県外 不明
人数利用

件数

3

2

5

1

1

2

1

1
4

3
1

4

1

9

3

10

13

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 見

1
2

3

2

2

5
9
8
19
24
19
8

92

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 見

1

3
4
5

11
4

3
31

5
3

4

12

5
3

5
4

17

5

4

9

1

2

3

2
4
13
22
11
45
32
22
4
155

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 見
2

2

4
2
1
7

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 見

班

1 6 6
2 7 3
3 6 6
4 8 8
5 6 5
6 10 9
7 6 5

2018年
（平成30）班 2018年

（平成30）
2023~2024年（令和5~6）

4~5 5~7 7~8 月9~10 10~12 10~1
2024年
（令和6）

■ 表3 浜の川湧水の掃除への参加者数 ■ 浜の川湧水の
　利用区分と規則

1 12 7 7 6 7 6 5
2 4 4 3 4 4 2 3
3 4 6 6 6 6 6 5
4 11 10 10 10 8 9 8
5 5 4 3 5 4 3 3
6 5 9 8 9 8 8 6
7 3 6 5 6 5 4 5

2024年5月3日（金・祝）の野田研究室による聞きとり調査をもとに作成

野田研究室による聞きとり調査をもとに作成

❶

❺

❷ ❸

❹

❶飲用、魚、食品、洗場
❷食器、食品、すすぎ場
❸食器、食品洗場
❹洗濯場（おしめ、パンツ、
　靴は洗濯不可）
❺飲用

井戸

（注）1人につき複数利用がある場合は利用件数として該当区分に反映
       見＝見学利用には手をつける行為を含めた。水遊びは該当区分に反映　

10
7
5
14
14
31
30
38
78
62
45
9

343

10
7
6
14
19
48
37
37
88
74
45
12
397

浜の川湧水の隣に建つ「銀水」の外観（右）。
「銀水」を経営する稲田智久さん（中）と提供する
「かんざらし」（左）
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表
３
を
み
て
み
よ
う
。
班
ご
と
に
ば

ら
つ
き
が
あ
る
の
だ
が
、
注
目
し
た
い

の
は
２
０
１
８
年
時
点
で
参
加
人
数
が

少
な
か
っ
た
３
班
、
６
班
、
７
班
の
人

数
が
増
え
て
い
る
点
で
あ
る
。「
き
れ

い
に
し
て
お
か
な
い
と
み
っ
と
も
な

い
」
と
い
う
気
持
ち
か
ら
掃
除
に
で
て

く
る
人
が
増
え
た
そ
う
だ
。
観
光
地
化

に
伴
い
「
み
ん
な
で
が
ん
ば
ろ
う
と
い

う
気
持
ち
」
に
な
っ
て
、
所
有
意
識
の

強
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

人
び
と
が
観
光
地
化
を
前
向
き
に
受
け

入
れ
る
理
由
に
は
、
町
内
会
が
抱
え
る

懸
念
事
項
を
解
消
す
る
効
果
が
み
え
つ

つ
あ
っ
た
。

私
た
ち
は
こ
の
時
点
で
の
結
論
の
見

通
し
に
そ
れ
な
り
の
手
応
え
を
感
じ
て

い
た
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
引
っ
掛
か

る
点
が
あ
っ
た
。
そ
の
引
っ
か
か
り
は

最
終
日
前
夜
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で

焦
点
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ま

で
の
問
い
を
撤
回
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
浜
の
川
湧
水
の
観
光
地

化
に
対
す
る
意
見
の
差
異
が
、
利
用
頻

度
と
反
比
例
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

利
用
頻
度
と
排
除
性
の

逆
転
現
象

説
明
し
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
地
域
資

源
管
理
論
の
定
説
は
、
あ
る
資
源
の
利

用
頻
度
の
高
い
人
ほ
ど
排
除
性
を
強
め

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
る
資
源
を

よ
く
利
用
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
愛
着
や
な

わ
ば
り
意
識
が
強
く
な
り
、
結
果
的
に

他
者
を
排
除
し
が
ち
に
な
る
。
考
え
て

み
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
利

用
価
値
を
深
く
知
っ
て
い
れ
ば
い
る
ほ

ど
そ
の
資
源
を
守
ろ
う
と
す
る
意
識
が

強
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

浜
の
川
湧
水
で
は
、
こ
の
定
説
と
は
真

逆
の
現
象
が
起
き
て
い
る
よ
う
な
の
で

あ
る
。

水
神
様
に
手
を
合
わ
せ
た
り
、
水
を

汲
ん
だ
り
、
魚
を
さ
ば
い
た
り
、
洗
濯

を
し
た
り
、
１
日
に
何
度
も
浜
の
川
湧

水
を
利
用
す
る
人
ほ
ど
観
光
地
化
や
観

光
客
の
利
用
を
歓
迎
す
る
傾
向
に
あ
る

よ
う
な
の
だ
。
一
方
で
、
利
用
頻
度
が

低
い
人
ほ
ど
観
光
地
化
や
観
光
客
の
利

用
を
歓
迎
と
ま
で
は
い
え
な
い
意
見
の

よ
う
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
浜
の

川
湧
水
の
利
用
頻
度
が
高
く
、
利
用
価

値
を
認
識
し
て
い
る
人
ほ
ど
排
除
性
は

低
く
、
利
用
頻
度
の
低
い
人
ほ
ど
排
除

性
を
高
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
が
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の

は
、
こ
の
通
説
の
逆
転
現
象
の
背
後
に

あ
る
人
び
と
の
判
断
の
奥
深
さ
に
あ
る
。

一
見
不
可
解
に
も
み
え
る
人
び
と
の
判

断
の
合
理
性
を
問
う
こ
と
で
地
域
資
源

管
理
論
の
新
た
な
知
見
を
導
き
だ
し
て

く
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。た

し
か
に
浜
の
川
湧
水
の
管
理
体
制

は
弱
体
化
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

浜
の
川
湧
水
の
行
く
末
に
疑
問
を
抱
く

意
見
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
な

か
に
は
市
に
管
理
を
任
せ
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
語
る
人
も
い
る
。

そ
れ
で
も
、
利
用
頻
度
の
高
い
人
ほ
ど

楽
観
的
で
、
利
用
頻
度
の
低
い
人
ほ
ど

悲
観
的
で
あ
る
よ
う
な
の
だ
。
私
た
ち

は
聞
き
と
り
と
利
用
者
の
行
為
の
分
析

を
重
ね
る
う
ち
に
、
あ
る
一
貫
し
た
考

え
に
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
考
え
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
用
頻
度
の
高
い

人
は
、
心
の
底
か
ら
浜
の
川
湧
水
の
利

用
価
値
を
感
じ
て
い
る
。
こ
ん
な
に
い

い
も
の
な
ん
だ
か
ら
、
独
占
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
観
光
客
に
も
ど
ん
ど

ん
利
用
し
て
も
ら
い
、
そ
の
価
値
を
感

じ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
価
値
を
共
有
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
そ
の
価
値
を
感
じ
た
担
い

手
が
現
れ
、
自
ず
と
浜
の
川
湧
水
は
存

続
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
確
信
し
て
い
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
人
び
と
の
考
え
を
こ
こ
で
は
、

〈
水
場
の
「
価
値
」
存
続
〉
の
論
理
と
呼

ん
で
お
こ
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
人

び
と
の
考
え
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。

（注3）
水場の担い手獲得へ向けたファンマーケティングとは、闇雲に担い手を探すの
ではなく、水場を観光利用として外部に開くなかで、利用者のなかから「価値」
のわかるファンを見いだし、担い手になってもらうようなアプローチであろう。

島原市 市民部環境課 班長の濱口広志さん
（左）と主任の原野聖さん（右）。GW中にもかか
わらず連日出勤してゼミ生たちをサポート

浜の川町内会の会長を務める相良信一
さんが初めて島原を訪れたゼミ生たちを
案内。浜の川湧水の資料提供、人物紹
介など全面的にバックアップ

水の文化 77号　みず・ひと・まちの未来モデル

夕方から行なう討議。
それぞれが調べたこと
やわかったことを報告
し、議論を重ねる
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〈
水
場
の「
価
値
」存
続
〉

の
論
理
の
意
味

ビ
ジ
ネ
ス
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
世

界
で
は
、
全
体
の
数
値
の
大
部
分
は
全

体
を
構
成
す
る
一
部
の
要
素
が
生
み
だ

し
て
い
る
と
す
る
「
パ
レ
ー
ト
の
法

則
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。
経
済
学
者
で

あ
り
、
社
会
学
者
で
も
あ
っ
た
ヴ
ィ
ル

フ
レ
ド
・
パ
レ
ー
ト
が
発
見
し
た
統
計

モ
デ
ル
で
あ
り
、
売
上
の
8
割
は
2
割

の
顧
客
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る

と
す
る
も
の
だ
。
じ
っ
さ
い
に
は
、
法

則
と
い
う
よ
り
も
経
験
則
と
し
て
経
済

現
象
や
社
会
現
象
を
説
明
す
る
モ
デ
ル

と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。　
　

近
年
、
企
業
は
不
特
定
多
数
の
顧
客

に
向
け
た
マ
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
よ
り

も
フ
ァ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
力
を
入

れ
る
よ
う
に
方
向
性
が
変
わ
り
つ
つ
あ

る
。
フ
ァ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
現
場

で
は
、
こ
の
モ
デ
ル
に
基
づ
き
不
特
定

多
数
の
顧
客
の
拡
大
よ
り
も
少
数
の
熱

狂
的
フ
ァ
ン
を
生
み
だ
す
こ
と
が
ビ
ジ

ネ
ス
の
持
続
性
を
高
め
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
だ
。
広
く
浅
く
顧
客
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
は
な
く
、
狭
く
深

く
価
値
共
有
で
き
る
フ
ァ
ン
の
開
拓
が

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

〈
水
場
の
「
価
値
」
存
続
〉
の
論
理
と

は
、
こ
の
モ
デ
ル
と
親
和
性
が
高
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
洗
い
場

の
存
続
に
は
、
闇
雲
に
担
い
手
を
拡
大

す
る
よ
り
も
少
数
で
あ
っ
て
も
強
力
な

フ
ァ
ン
の
存
在
が
持
続
性
を
高
め
る
と

い
う
も
の
だ
（
注
３
）。

こ
の
論
理
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、

観
光
地
化
を
経
て
、
強
力
な
担
い
手
が

出
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
銀
水
」
を

経
営
す
る
稲
田
智
久
さ
ん
で
あ
る
。
稲

田
さ
ん
は
、「
銀
水
」
の
経
営
を
引
き
継

い
だ
２
０
２
０
年
か
ら
ほ
ぼ
毎
週
の
掃

除
に
参
加
し
て
い
た
。
町
内
会
で
は
、

「
銀
水
」
を
復
活
さ
せ
る
条
件
に
町
内

会
へ
の
加
入
、
５
班
の
掃
除
に
参
加
す

る
こ
と
を
あ
げ
て
い
た
が
、
稲
田
さ
ん

は
５
班
以
外
の
掃
除
の
際
に
も
積
極
的

に
参
加
し
て
い
た
。
稲
田
さ
ん
は
「
銀

水
」
が
あ
る
の
は
、
浜
の
川
湧
水
の
お

か
げ
で
あ
る
と
心
の
底
か
ら
感
じ
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
稲
田

さ
ん
は
浜
の
川
湧
水
の
強
力
な
フ
ァ
ン

な
の
だ
。

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
名
水
百
選

選
定
地
で
は
そ
の
存
続
が
揺
ら
ぎ
つ
つ

あ
り
、
管
理
の
担
い
手
の
拡
大
策
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
管
理
者
獲

得
へ
向
け
た
マ
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で

あ
る
。
し
か
し
、
町
内
会
員
の
参
加
を

義
務
づ
け
た
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
動

員
し
て
も
、
水
場
の
「
価
値
」
共
有
に

は
つ
な
が
ら
ず
、
魅
力
の
な
い
水
場
へ

の
変
貌
を
招
い
て
い
る
（
注
４
）。
水
場

を
利
用
し
な
い
「
価
値
」
の
わ
か
ら
な

い
人
が
動
員
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
〈
水
場
の

「
価
値
」
存
続
〉
の
論
理
は
、
名
水
百
選

選
定
地
を
抱
え
る
行
政
職
員
や
地
元
住

民
を
勇
気
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
人

び
と
は
ハ
ー
ド
と
し
て
の
〈
水
場
の
存

続
〉
よ
り
も
、
地
元
住
民
の
暮
ら
し
に

根
付
い
た
〈
水
場
の
「
価
値
」
存
続
〉
を

望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

少
数
で
あ
っ
て
も
水
場
の
価
値
共
有
で

き
る
フ
ァ
ン
を
開
拓
す
る
方
法
に
有
効

性
が
あ
り
そ
う
な
の
だ
。
そ
し
て
見
逃

せ
な
い
こ
と
に
、
浜
の
川
湧
水
が
こ
れ

ほ
ど
ま
で
多
く
の
観
光
客
を
惹
き
つ
け

る
理
由
と
は
、
紛
れ
も
な
く
、
暮
ら
し

に
根
付
い
た
水
場
の
「
価
値
」
が
引
き

継
が
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

（
２
０
２
４
年
5
月
2
～
5
日
調
査
）

島原に到着後、相良信一さんが島原市の湧水
群と中心部を案内してくれました。「水頭の井戸」
（水頭ポケットパーク）を訪ね、白土湖（しらち
こ）方面に向かう途中で少し隊列がばらけます。
すると相良さんは列の先頭付近にいた３名の学
生たちに工事中の真新しい道路を指さしながら
何か話していました。
「水頭の井戸」は一方通行の狭路に面していま
すが、その道路を片側一車線に広げるための拡
幅工事だったのです。相良さんのお話から「水頭
の井戸」が移動する、最悪の場合「つぶされる」
という状況にあることがわかりました。

拡幅工事の情報を共有した学生たちは、２日
目に浜の川湧水に張り込んでの聞きとり調査（４
チームが３時間ずつ交替）をしつつ、「水頭の井
戸」でも聞きとりを行ないました。その結果、数年
前まで水道組合が存在していたこと、今は14〜
15軒が交替で掃除していること、拡幅工事は３
年後に終わることなどがわかりました。

さらに興味深いエピソードを学生が聞いてき
ました。「水頭の井戸」の水で暮らしていたこの
地域に上水道が引かれた時、「どうして水にお金
を払うのか」と市役所に乗り込んで抗議した男
性がいたそうです。水道組合で水を利用していた
ときに支払うのはポンプの電気代だけ。水にお
金を払わない代わりに、井戸や水路を掃除する。
それが水を使う対価だったのです。

この報告を聞いた野田さんは「おもしろい！ 
井戸の水は貨幣に代替できないものです。その
認識が上水道によって捻じ曲げられたことが強
い怒りとなったのかもしれない」と応じました。

夏の合宿では、学生たちが着目した「水頭の井
戸」についても深く調査研究していく予定です。

学生たちが気づいた
「水頭の井戸」の危機（編集部）

（注4）野田岳仁（2018）「コモンズの排除性と開放性─秋田県六郷地区と富山県
生地地区のアクアツーリズムへの対応から」鳥越皓之・足立重和・金菱清編『生活
環境主義のコミュニティ分析ー環境社会学のアプローチ』ミネルヴァ書房：25-43

春の合宿に参加したゼミ生とミツカン
社員。浜の川湧水で撮影

相良信一さんの案内で
訪問した「水頭の井戸」



手
取
川
へ
来
る
前
に

住
ん
で
い
た
大
河
川

「
先
生
、
前
回
の
手
取
川
編
読
み
ま
し

た
よ
。
手
取
川
の
方
に
山
を
越
え
て
来

る
前
、
先
生
は
木
曽
川
の
あ
た
り
に
い

た
ん
で
す
よ
ね
。
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
っ

た
ん
で
す
か
？
」
と
学
生
に
聞
か
れ
た
。

　

金
沢
大
学
に
着
任
し
て
か
ら
半
年
が

経
ち
、
い
よ
い
よ
新
設
研
究
室
に
学
生

が
配
属
さ
れ
て
き
た
。
年
の
差
が
ち
ょ

う
ど
私
と
師
匠
（
筑
波
大
学
の
白
川
直
樹
准
教

授
）
と
同
じ
で
、
私
も
そ
ん
な
年
齢
に

な
っ
た
こ
と
を
実
感
す
る
。

　

北
陸
育
ち
の
彼
は
ま
だ
日
本
海
側
の

川
し
か
知
ら
な
い
。
日
本
海
側
と
太
平

洋
側
の
川
の
違
い
、
川
の
勾
配
の
違
い
、

河
川
ス
ケ
ー
ル
の
違
い
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
あ
る
。
大
河
川
の
木
曽
川
を
ぜ
ひ
彼

に
伝
え
た
い
が
、
何
が
一
番
驚
き
の
対

象
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
期
待
感
も
も
ち

な
が
ら
、
木
曽
川
か
ら
中
央
分
水
嶺
を

越
え
て
手
取
川
に
や
っ
て
き
た
私
は
、

再
び
分
水
嶺
と
記
憶
を
遡
り
、
教
え
子

を
連
れ
て
木
曽
川
を
巡
る
こ
と
に
し
た
。

新
社
会
人
の
頃
に
見
聞
き
し
た
素
晴
ら

し
き
木
曽
川
を
紹
介
し
た
い
。

　

木
曽
川
は
長な
が

良ら

川が
わ

、
揖い

斐び

川が
わ

と
と
も

に
「
木
曽
三
川
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
川
が
長
い
。
こ
の
一
つ
だ
け
で
も
大

流
域
に
相
当
す
る
。
そ
ん
な
木
曽
川
の

特
徴
を
聞
か
れ
た
ら
、
私
は
「
堤つ
つ
み」

な

坂本さんと行く川巡り  第26回  
Go ! Go ! 109水系

社
会
の
変
遷
と
と
も
に
堤
防
伸
び
ゆ
く

木
曽
川

河
川
を
軸
に
市
民
団
体
や
ま
ち
づ
く
り
の
調
査
研
究
を
行
な
う
坂
本
貴

啓
さ
ん
が
全
国
の
一
級
河
川
「
１
０
９
水
系
」
を
巡
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
川

が
流
域
の
人
び
と
と
地
域
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
を
探
り
ま
す
。今
回
は
坂

本
さ
ん
が
社
会
人
と
し
て
３
年
半
過
ご
し
た「
木
曽
川
」を
巡
り
ま
し
た
。

手前に見える橋を渡って坂本さんは通勤していた 水の文化 77号　Go!Go!109水系 42
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岐阜
犬山

尾張一宮

名古屋

桑名

大垣

半田

各務ケ原

下呂 木
曽
川

長
良
川

揖
斐
川

石川県

福井県
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リ
ア

静岡県三重県 伊勢湾

木曽川水系
流域界

滋賀県

し
に
は
語
れ
な
い
と
思
う
。
木
曽
川
水

系
に
は
幾
多
の
種
類
の
堤
防
と
そ
の
ゆ

か
り
が
あ
る
。
暮
ら
し
の
成
り
立
ち
と

も
か
か
わ
り
深
い
。
御お
か
こ
い
づ
つ
み

囲
堤
、
輪わ

じ
ゅ
う
て
い

中
堤
、

背せ

割わ
り

堤て
い

、
畳た

た
み
て
い堤な

ど
堤
防
だ
け
で
も
さ

ま
ざ
ま
な
伝
統
が
あ
る
。

　

今
回
ど
こ
が
木
曽
川
水
系
の
特
徴
の

一
端
と
し
て
紹
介
し
や
す
い
か
考
え
た

際
に
、
堤
が
多
く
分
布
す
る
木
曽
川
中

流
域
に
着
目
す
る
こ
と
に
し
た
。

木
曽
川
の
堤
防
上
を

チ
ャ
リ
通
勤

　

博
士
課
程
を
修
了
し
、
自
然
共
生
研

究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
共
生
セ
ン
タ
ー
）
で
研

究
員
と
し
て
働
き
は
じ
め
た
の
は
２
０

１
７
年
（
平
成
29
）
４
月
。
私
は
川
の
名

前
が
つ
い
た
木
曽
川
駅
の
付
近
か
ら
自

転
車
で
出
勤
し
て
い
た
。
家
の
前
の
暗

渠
の
用
水
路
を
遡
り
、
木
曽
川
の
堤
防

に
出
て
か
ら
は
気
持
ち
よ
く
自
転
車
を

漕
い
だ
。

　

川
を
渡
り
、
再
び
堤
防
沿
い
を
漕
い

で
い
く
と
、
職
場
の
あ
る
河
川
環
境
楽

園
に
到
着
す
る
。「
職
場
は
？
」
と
聞
か

れ
た
ら
「
楽
園
で
す
！ 

と
答
え
る
ん

だ
よ
」
と
先
輩
研
究
員
に
最
初
に
教
わ

っ
た
も
の
だ
。
こ
こ
は
日
本
で
唯
一
の

国
の
河
川
環
境
の
研
究
所
で
、
木
曽
川

に
置
か
れ
て
い
る
。
人
工
的
に
８
０
０

ｍ
の
３
本
の
川
を
つ
く
り
、
川
ご
と
に

対
照
実
験
（
流
量
を
変
え
る
、
水
温
を
変
え
る
、

蛇
行
の
有
無
な
ど
）
を
行
な
い
自
然
状
態
に

近
い
形
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
が
で
き

る
世
界
最
大
級
の
施
設
だ
。
こ
こ
で
の

基
礎
研
究
の
成
果
は
全
国
各
地
の
川
づ

く
り
の
現
場
で
活
か
さ
れ
る
。
今
か
ら

25
年
前
、
当
時
私
は
小
学
校
４
年
生
、

教
え
子
は
ま
だ
生
ま
れ
て
も
い
な
い
。

こ
の
時
に
共
生
セ
ン
タ
ー
は
で
き
た
。

　

こ
こ
で
仕
事
が
で
き
た
こ
と
は
研
究

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

川名の由来【木曽川】
長野県木曽郡木祖村、鳥居峠南
斜面付近に発し、木曽十一宿と
並行して流れて伊勢湾に入る。キ
ソは吉蘇とも書かれ、クマソに対
する豪族がいた国とする人もいる。

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、
高校生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道をす
るようになり、川に興味をもちはじめ、川に青春を捧げ
る。全国の河川市民団体に関する研究や川を活かし
たまちづくりの調査研究活動を行なっている。筑波大
学大学院システム情報工学研究科修了。白川直樹
研究室「川と人」ゼミ出身。博士（工学）。国立研
究開発法人土木研究所自然共生研究センター専門
研究員、東京大学地域未来社会連携研究機構北
陸サテライト特任助教を経て2023年10月より現職。

坂本 貴啓 
さかもと  たかあき

金沢大学 人間社会研究域地域創造学系 講師

国営木曽三川公園138タワーパークの展望階（地上100ｍ）から木曽川流域を望む。

 木曽川
 水系番号 ： 54
 都道府県 ： 長野県、岐阜県、愛知県、
   三重県、滋賀県
 源流 ： 鉢盛山（2446 ｍ） 
 河口 ： 伊勢湾  
 本川流路延長 ： 229 km 8位／109
 支川数 ： 391河川 8位／109
 流域面積 ： 9100 km2 5位／109
 流域耕地面積率 ： 6.2 ％ 78位／109
 流域年平均降水量 ： 2302.6 mm 29位／109
 基本高水流量 ： 1万6000  m3/ s 10位／109
 河口換算の
 基本高水流量※ ： 3万1085  m3/ s 3位／109

 流域内人口 ： 193万6593人 10位／109
 流域人口密度 ： 213 人 / km2 41位／109
（基本高水流量観測地点：犬山〈河口から59.7km地点〉）
※河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量
÷基準点の集水面積）
※各水系の比較のため公式発表諸元をもとに坂本貴啓さん作成
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河
川図の裏面）　流域内人口 ＝ 国土交通省「一級水系における流域
等の面積、総人口、一般資産額等について（流域）」を参照（最終
閲覧日2013年4月）

【木曽川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成20年、21年）、流
域界データ（昭和52 年）、行政区域（令和6）、鉄道データ（令和
5年）、高速道路時系列データ（令和5年）」より編集部で作図
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住
民

研
究

23

1

者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
幅
を
広
げ
て

く
れ
た
。
先
輩
の
調
査
を
手
伝
う
な
か

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
河
川
環
境
研
究
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、

全
国
各
地
か
ら
河
川
行
政
の
人
た
ち
が

相
談
に
訪
れ
、
課
題
を
俯
瞰
的
に
把
握

で
き
た
こ
と
な
ど
、
今
の
私
の
よ
う
な

大
学
の
一
人
研
究
室
主
宰
の
立
場
で
は

知
り
得
な
か
っ
た
こ
と
ば
か
り
だ
。

　

ま
た
、
共
生
セ
ン
タ
ー
は
木
曽
川
と

い
う
地
域
に
根
ざ
し
た
研
究
所
と
い
う

面
も
も
っ
て
い
る
。
25
年
間
、
全
国
か

ら
４
万
人
以
上
の
人
が
来
て
い
る
が
、

周
辺
の
中
高
生
、行
政
関
係
者
、地
域
住

民
も
よ
く
見
学
に
訪
れ
て
い
る
。
あ
る

日
、
地
域
住
民
が
共
生
セ
ン
タ
ー
を
訪

れ
、
周
辺
地
域
で
川
を
活
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
を
行
な
い
た
い
が
ど
う
し
た
ら

い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
相
談
が
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
共
生
セ
ン
タ
ー
も
サ
ポ
ー
ト

し
、
住
民
主
体
の
「
各か
か
み
が
は
ら

務
原
木
曽
川
か

わ
ま
ち
づ
く
り
会
」
が
発
足
し
た
。
複

数
回
に
わ
た
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行

な
い
、
夢
提
案
を
絵
に
ま
と
め
、
国
交

省
の
木
曽
川
上
流
河
川
事
務
所
長
、
各

務
原
市
長
に
披
露
し
た
。
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
、
絵
に
描
い
た
内
容
を
実
現
す

る
た
め
の
社
会
実
験
が
今
も
行
な
わ
れ

て
い
る
。
共
生
セ
ン
タ
ー
在
籍
時
に
、

研
究
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
と
し
て
、
地
元

の
た
め
に
還
元
で
き
た
こ
と
の
一
つ
か

も
し
れ
な
い
。

暴
れ
川
だ
か
ら
こ
そ

生
ま
れ
た
多
様
な「
堤
」

　

木
曽
川
で
は
と
に
か
く
堤
防
沿
い
を

走
っ
た
。
車
で
も
自
転
車
で
も
ラ
ン
ニ

ン
グ
で
も
川
に
沿
っ
て
通
勤
し
、
出
か

け
て
、
散
歩
し
た
。
何
気
な
く
走
っ
て

い
た
堤
防
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
と
役
割
が

あ
る
。
堤
防
の
成
り
立
ち
に
歴
史
あ
り
。

　

ま
ず
は
「
御
囲
堤
」
を
紹
介
し
た
い
。

御
囲
堤
は
木
曽
川
左
岸
側
、
尾
張
藩

（
愛
知
県
）
側
に
発
達
し
た
堤
防
で
、
１
６

０
９
年
（
慶
長
14
）
に
徳
川
家
康
が
尾
張

藩
に
命
じ
て
犬
山
～
弥
富
の
48
㎞
の
堤

防
を
築
い
た
。
私
は
こ
の
現
役
の
土
木

遺
産
の
上
を
通
勤
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
尾
張
御
囲
堤
に
対
し
、
対
岸
の
美

濃
藩
側
は
親
藩
の
尾
張
藩
側
よ
り
も
若

干
低
く
堤
防
を
設
け
る
こ
と
が
取
り
決

め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
部
分
的
に
水
防

を
行
な
う
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
編
み
出
さ
れ
た
の
が
「
輪
中

堤
」
で
あ
る
。
集
落
ご
と
に
堤
防
で
囲

い
、
水
害
か
ら
土
地
を
守
る
築
堤
が
行

な
わ
れ
た
。
木
曽
三
川
に
は
輪
中
集
落

が
あ
ち
こ
ち
に
つ
く
ら
れ
た
。
学
生
は

「
川
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
堤
防
が
あ
る

っ
て
な
ん
か
変
な
感
じ
が
し
ま
す

…
…
」
と
周
囲
に
続
く
堤
防
を
見
渡
し

て
い
た
。

　

輪
中
堤
は
集
落
の
生
命
線
と
も
い
え

る
。
立
派
な
堤
防
で
囲
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
万
一
破
ら
れ
た
時
の
こ
と
も
想

定
し
、
家
屋
を
高
く
す
る
「
ご
ん
ぼ
積

国立研究開発法人土木研究所自然共生研究センター長森照貴さん

高須輪中と高須輪中と木曽・長良背割堤木曽・長良背割堤

各務原木曽川かわまちづくり会
会長岩井晴栄さん（右）、事務局長岩田紀正さん（左）

1土木研究所自然共生研究センタ
ーの実験河川。3本の川を用いて比
較実験が可能提供：土木研究所
自然共生研究センター　2坂本さ
んの当時の職場である自然共生研
究センターの敷地。木曽川駅近くの
自宅から自転車で用水路を通り、桜
並木の堤防上を走り、橋の上から木
曽川を定点観測した後、職場に通う
のが日課だった　3自然共生研究
センターのそばに広がる国営木曽三
川公園かさだ広場。各務原木曽川
かわまちづくり会が描いた夢提案の
舞台の一つ

河川法が改正され、河川環
境の整備と保全が法目的に
加わり、法目的達成のために
自然共生研究センターはで
きました。「いい川を未来へ」
を旗印に研究に取り組んで
います。このセンターからたく
さんの若手研究者が巣立っ
ていったこともセンターが25
年の歳月のなかで生み出し
た成果の一つと考えています。
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長良川の畳堤
木曽川の支流、長良川の岐阜市付近には、
昭和初期にできた日本初の「畳堤」が存
在する。スリットに畳をはめ込めるようになっ
ており、水位上昇が収まらない時、畳をは
め込んで少しでもあふれないようにする構
造。畳堤は、長良川、揖保川、五ヶ瀬川の3
河川にしかない。 み

」「
水み

ず

屋や

」「
助じ

ょ

命め
い

壇だ
ん

」「
上
げ
舟
」
な

ど
、
二
重
三
重
の
備
え
も
行
な
っ
た
。

　

土
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
水
防

の
術
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
木
曽

川
特
有
の
景
観
と
も
い
え
る
。

尊
い
犠
牲
と
引
き
換
え
に

生
ま
れ
た「
背
割
堤
」

　

時
は
進
み
、
１
７
５
３
年
（
宝
暦
３
）、

美
濃
側
の
水
害
解
消
の
た
め
堤
防
を
本

格
的
に
築
堤
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ

で
つ
く
ら
れ

た
大
規
模
堤

防
が
「
背
割

堤
」。
薩
摩

藩
の
手
伝
い

普
請
に
よ
り

木
曽
川
、
長

良
川
、
揖
斐

川
の
流
路
を

分
離
さ
せ
る
大
工
事
（
宝
暦
治
水
）
が
行

な
わ
れ
、
川
の
流
れ
を
安
定
さ
せ
、
近

代
治
水
の
骨
格
が
で
き
あ
が
っ
た
。

　

こ
の
薩
摩
藩
の
大
偉
業
と
も
い
え
る

工
事
の
裏
に
あ
っ
た
多
く
の
犠
牲
を
忘

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
背
割
堤
築
堤

工
事
は
難
航
し
、
多
く
の
薩
摩
藩
士
が

命
を
落
と
し
な
が
ら
も
続
け
ら
れ
完
成

し
た
。
当
時
の
住
民
た
ち
か
ら
す
る
と

自
分
た
ち
の
た
め
に
遠
く
離
れ
た
よ
そ

の
国
の
人
ら
が
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
は

い
た
た
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

薩
摩
藩
士
の
追
悼
と
偉
業
を
称
え
つ

く
ら
れ
た
神
社
が
背
割
堤
上
に
あ
る

「
治
水
神
社
」
で
あ
る
。
こ
の
神
社
は
全

国
か
ら
河
川
の
工
事
関
係
者
が
訪
れ
る
。

　

背
割
堤
に
は
木
曽
川
時
代
の
思
い
出

が
詰
ま
っ
て
い
る
。
２
０
２
１
年
（
令
和

３
）
９
月
、
背
割
堤
を
い
い
川
・
い
い

川
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
オ
ン
ラ

イ
ン
配
信
企
画
と
し
て
、「
自
転
車
水
リ

レ
ー
」
を
行
な
っ
た
。
私
は
こ
の
企
画

の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
対
策
と

併
用
し
な
が
ら
全
国
大
会
を
誘
致
す
る

難
し
い
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た
頃
、
会

場
に
来
ら
れ
な
い
人
の
た
め
に
、
と
き

ど
き
野
外
か
ら
中
継
を
入
れ
て
川
の
臨

場
感
を
届
け
る
企
画
を
し
た
ら
ど
う
か

と
考
え
た
。

　

中
流
の
長
良
川
国
際
会
議
場
か
ら
河

口
の
七
里
の
渡
し
ま
で
の
区
間
を
往
復

し
、
上
流
の
水
と
川
の
幸
を
海
に
届
け
、

海津市歴史民俗資料館学芸員水谷容子さん

各務原木曽川かわまちづくり会
会長岩井晴栄さん（右）、事務局長岩田紀正さん（左）

明治時代に建てられた水屋を保存している諏訪博保さん

坂本さんが共生センターにいらした頃に立ち上げた団
体で一緒に木曽川のかわまちづくりのことを考えてきまし
た。夢提案を描いて4年目となりました。描いた夢を実現
できるように河川管理者と連携していきたいと思います。

この木曽川の平野部は
水害さえなければ豊か
に暮らせる土地です。そ
のためにどんどん水防
の術が確立されていっ
たのだと思います。

明治29年の大水害では、祖母が
この水屋で半月から１カ月ほど
暮らしたそうです。家の荷物が流
れていかないように、外から流れ
てくるものが入らないように、周
囲はマキの木で囲んでいます。

4長良川と揖斐川に挟まれた水害常襲地帯にある「高須輪中提」（岐阜県海津市）　5治水神社にほど近い民
家にある「水屋」。現存する水屋は貴重なものだ　6諏訪さんの家には「上げ舟」も保管されている　7犬山城か
ら木曽川河口まで左岸側に築かれた連続提「御囲提」　8揖斐川（右）と長良川（左）を分流する「油島千本松
締切堤」。かつて木曽川（長良川も合流していた）と揖斐川を分離するために先人が苦労を重ねて築いたもの

社会の変遷とともに堤防伸びゆく木曽川45
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堤防による環境の分断をなくす

堤防は、川側のことを堤防の外、堤外地

（ていがいち）と呼び、家や畑などのある堤防

で守るべき側を堤内地（ていないち）と呼ぶ。

堤防は洪水防御の手段であると同時に、

さまざまな境界にもなり得る存在だ。水害は

解消され暮らしは安全になったが、氾濫し

たところにできた湿地は水はけのよい土地

となり、そこに生息していた生きものたちは

行き場をなくした。行きついたのが河道内

氾濫原（かどうないはんらんげん）だった。生き

ものたちは木曽川の広大な河川空間のな

かにある、本川とつながる流れの緩い「ワ

ンド」やときどき水に浸かる「たまり」などを

代替地として生息している。

海
の
幸
を
持
ち

帰
る
も
の
で
、

自
転
車
で
走
者

役
を
担
っ
た
大

学
生
た
ち
が
夕

日
の
宝
暦
治
水

の
賜
物
、
背
割

堤
の
様
子
を
実
況
し
、
治
水
神
社
を
参

る
姿
は
感
動
で
も
あ
っ
た
。
私
は
こ
の

水
リ
レ
ー
の
翌
日
に
白
山
・
手
取
川
へ

旅
立
っ
た
の
で
、
こ
の
水
リ
レ
ー
こ
そ

が
木
曽
川
最
後
の
大
仕
事
で
も
あ
っ
た
。

木
曽
川
の「
急
所
」を

守
る
神
社

　

治
水
神
社
の
ほ
か
、
木
曽
川
に
は
も

う
一
つ
川
の
神
社
が
あ
る
。
私
の
住
ま

い
か
ら
ほ
ど
近
い
「
堤
つ
つ
み
は
り（
て
い
じ
）じ
ん
じ
ゃ

治
神
社
」
だ
。

木
曽
川
中
流
域
に
あ
る
土
の
神
様
（
埴

安
姫
神
）
を
祀
っ
た
神
社
で
あ
る
。

　

週
末
に
散
歩
し
て
い
る
時
に
偶
然
見

つ
け
た
。
名
前
を
見
て
川
を
感
じ
ず
に

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。「
堤
を
治
め
る
」

な
ん
て
直
球
な

名
前
の
神
社
を

聞
い
た
こ
と
が

な
い
。
治
水
と

密
接
な
か
か
わ

り
が
あ
り
そ
う

だ
と
思
い
、
参

拝
し
た
の
が
き

っ
か
け
だ
っ
た
。

実
際
、
延
喜
式
に
も
、「
古
来
木
曽
川
の

氾
濫
は
常
に
住
民
を
脅
か
し
た
る
事
は

史
書
に
依
り
て
も
明
白
な
り
。
景
雲
以

来
、
そ
の
災
害
の
数
を
挙
げ
て
も
数
え

難
し
、
故
を
も
っ
て
そ
の
堤
防
の
中
心

の
地
に
、
木
曽
川
全
堤
防
の
鎮
守
と
し

て
土
の
神
・
埴
安
姫
神
を
奉
斎
し
、
堤

治
神
社
と
称
え
奉
る
な
り
」
と
登
場
す

る
と
い
う
。

　

古
く
（
７
０
６
年
）
か
ら
、
こ
の
場
所

に
鎮
座
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
お
そ

ら
く
破
堤
リ
ス
ク
の
高
い
場
所
を
治
め

る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
に
神
様
を
祀
る

こ
と
で
日
常
的
に
気
象
・
水
文
観
測
な

ど
を
行
な
い
、
現
代
の
河
川
事
務
所
的

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

堤
治
神
社
で
宮
司
さ
ん
に
「
大
亀
伝

説
」
と
い
う
伝
説
を
聞
い
た
。
昔
、
大

洪
水
に
な
っ
た
際
に
神
の
使
い
で
あ
る

大
き
な
亀
が
現
れ
て
堤
防
の
決
壊
を
防

い
で
住
民
や
田
畑
を
守
っ
た
と
い
う
伝

説
だ
。
こ
の
話
か
ら
は
こ
こ
は
堤
防
が

切
れ
や
す
く
、
住
民
の
関
心
事
の
高
か

っ
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ

る
。
こ
の
大
亀
は
治
水
技
術
の
一
つ
で
、

大
岩
を
置
い
て
堤
防
に
水
が
直
接
当
た

ら
な
い
よ
う
に
す
る
「
水
制
工
」
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

　

こ
の
神
社
に
は
地
元
の
工
事
関
係
者

や
造
園
業
者
、
消
防
団
員
な
ど
が
安

全
・
安
心
を
願
っ
て
参
拝
に
訪
れ
る
。

私
た
ち
も
宮
司
さ
ん
に
祝の
り
と詞
を
あ
げ
て

い
た
だ
き
木
曽
川
の
治
水
の
安
寧
を
願

っ
た
。

　

安
寧
を
祈
っ
た
過
去
の
話
を
思
い
出

す
。
九
州
の
川
で
氾
濫
が
起
き
た
時
、

友
人
の
河
川
管
理
者
に
差
し
入
れ
物
資

と
と
も
に
、
ゲ
ン
担
ぎ
で
堤
治
神
社
と

治
水
神
社
の
御
朱
印
を
一
緒
に
送
っ
た
。

当
時
、
水
害
対
応
に
最
前
線
で
当
た
っ

て
い
た
友
人
は
、「
木
曽
川
の
由
緒
正
し

い
治
水
の
神
社
の
御
朱
印
と
思
う
と
さ

ら
に
気
合
い
が
入
る
よ
！
」
と
水
害
対

応
へ
の
意
欲
を
新
た
に
し
て
い
た
。

万
が
一
の
破
堤
に

備
え
る
水
防
団

　

堤
防
の
発
達
と
と
も
に
、
暮
ら
し
の

堤治神社宮司大念寺剛さん11神社を人が集まる場にしたいと2022年にスタートし
た「はにやすひめマルシェ」。毎月第二日曜日に開催して
いる提供：堤治神社　12創建から1300年以上経つ
と伝わる「堤治神社（つつみはりじんじゃ）」。地元の人は
親しみを込めて「ていじじんじゃ」と呼ぶ　13堤治神社
の裏手は木曽川の堤防に接している　14堤治神社
の御神木「三位の大いちょう」。この地を水害から守りつ
づけてきたシンボルで、徳川家のお手植えとも伝わる

9背割提を築いた薩摩
藩士の功績を讃え、犠
牲となった藩士たちを慰
霊する「治水神社」
10 2021年9月、坂本
さんが企画責任者として
実施した「自転車水リレ
ー」提供：坂本貴啓さん

木曽の川辺や尾張平野など穏や
かな木曽川の姿を願う言葉が神
社の祝詞のなかでも出てきます。
木曽川が決壊しないように木曽
川の急所にある神社として願い
続けてきたことが窺い知れます。

木曽川のワンド
提供：土木研究所自然共生研究センター

水の文化 77号　Go!Go!109水系 46
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水
防

1516

17

安
心
が
増
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
絶
対
は
な
い
。
各
地
で
破
堤
が
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
を
物
語
っ
て

お
り
、
木
曽
川
も
同
様
で
あ
る
。

　

学
生
に
「
木
曽
川
の
堤
防
沿
い
に
ち

ょ
こ
ち
ょ
こ
あ
る
、
こ
の
小
屋
な
に
か

わ
か
る
？
」
と
質
問
し
た
ら
「
前
、
別

の
川
で
見
た
水
防
倉
庫
で
す
か
ね
？ 

木
曽
川
沿
い
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

ね
」
と
回
答
し
た
。

　

木
曽
川
で
は
治
水
だ
け
な
く
、
自
分

た
ち
の
命
は
自
分
た
ち
で
守
る
水
防
が

発
達
し
た
。
そ
の
一
つ
が
「
水
防
団
」。

木
曽
川
の
水
防
団
が
全
国
に
多
く
あ
る

水
防
団
と
異
な
る
の
は
「
専
任
水
防

団
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
通

常
は
消
防
団
が
水
防
団
を
兼
務
す
る
と

こ
ろ
が
多
く
、
消
防
団
員
が
消
防
訓
練

と
併
せ
て
と
き
ど
き
水
防
訓
練
も
行
な

う
の
だ
が
、
木
曽
川
・
長
良
川
周
辺
の

岐
阜
の
市
町
村
は
消
防
団
と
水
防
団
を

分
け
て
い
る
。

　

専
任
水
防
団
の
一
つ
が
、
笠
松
町
、

岐
南
町
、
岐
阜
市
、
各
務
原
市
で
構
成

し
、
団
を
設
け
る
「
木
曽
川
右
岸
地
帯

水
防
事
務
組
合
」。
岐
阜
市
５
団
、
笠

松
町
６
団
、
各
務
原
市
３
団
、
岐
南
町

２
団
の
計
16
団
４
４
８
名
（
２
０
２
４
年
４

月
８
日
当
時
）
の
団
員
で
構
成
さ
れ
規
模

も
大
き
い
。
専
任
な
の
で
水
防
団
行
事

も
他
に
比
べ
て
多
い
。
大
雨
の
降
る
出

水
期
に
備
え
て
年
５
回
程
度
水
防
訓
練

が
行
な
わ
れ
、
団
員
が
水
防
技
術
を
高

め
合
っ
て
い
る
。

　

何
よ
り
も
驚
い
た
の
が
、
近
年
は
団

員
の
高
齢
化
や
継
続
団
員
の
減
少
に
よ

り
水
防
技
術
の
継
承
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
な
か
、
木
曽
川
で
は
新
し
く
水
防

団
が
増
え
た
（
長
森
南
）。
水
害
の
増
加

で
水
防
工
法
へ
の
需
要
は
高
ま
っ
て
い

る
。
水
防
工
法
を
懸
命
に
磨
く
風
景
も

木
曽
川
な
ら
で
は
の
風
景
と
い
え
よ
う
。

自
然
と
社
会
を
見
つ
め
る

堤
防
と
い
う
視
点
場

　

木
曽
川
す
べ
て
を
回
る
に
は
と
て
も

時
間
が
か
か
る
の
で
「
堤
」
を
視
点
に

見
て
き
た
。
学
生
に
何
が
印
象
に
残
っ

た
か
聞
い
て
み
た
。
一
つ
は
「
川
が
南

に
向
か
っ
て
流
れ
る
の
が
変
な
感
じ
が

す
る
」。
こ
れ
は
日
本
海
側
出
身
者
ら

し
い
感
覚
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
「
堤

防
の
成
り
立
ち
が
複
雑
で
奥
深
い
」。

堤
防
は
時
代
と
と
も
に
発
達
し
、
暮
ら

し
も
変
化
し
て
き
た
。
堤
防
の
上
に
立

ち
、
堤
防
の
内
外
の
風
景
を
眺
め
る
こ

と
は
社
会
と
自
然
の
関
係
性
を
ひ
も
解

く
重
要
な
視
点
場
で
あ
る
。

　

新
社
会
人
だ
っ
た
自
身
が
学
ん
だ
木

曽
川
の
複
雑
さ
、
お
も
し
ろ
さ
を
学
生

に
ど
こ
ま
で
伝
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。

　

金
沢
に
帰
る
車
中
、
学
生
が
ぼ
そ
り

と
言
っ
た
。「
先
生
、
ま
だ
な
ん
と
な
く

で
す
が
、
僕
、
堤
防
を
テ
ー
マ
に
し
た

研
究
や
っ
て
み
た
い
で
す
」。
堤
防
か

ら
ど
ん
な
社
会
と
川
の
関
係
を
見
て
行

こ
う
か
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
構
想
に
胸

を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
家
路
に
つ
い
た
。

（
２
０
２
４
年
４
月
４
～
６
日
取
材
）

国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所　
副所長髙橋伸次さん（右）、総括保全対策官井川陽二さん（中）、建設専門官宮本幸典さん（左）

木曽川右岸地帯水防事務組合
事務局長那波哲也さん（右）、事務局長補佐水野正美さん（左）

15水防訓練に取り組む専任水防団の方 々提供：木曽川右岸地帯
水防事務組合　16水害に備えてさまざまな道具がひしめく水防倉庫
の内部　17木曽川の堤防沿いにはこうした水防倉庫が各所にある

月の輪、釜段、積土のう工など水防工法はさまざまあ
り、水防演習にて練習が行なわれています。これらの
技術を継承していくことが木曽川の安全を高めるこ
とになると思っており、訓練に日々取り組んでいます。

これから研究していくにあたって先生のルーツの川を知りながら自分なりの研究計画を考えていきたいです。あと、庄川育ちの僕からすると、南に向かって川が流れているのがやっぱり変な感覚になります…。（岡田優作さん）

木曽川の治水は難しく、揖斐川→長良川→
木曽川の順に水位が時間差で上がっていき
ます。雨が降りはじめてから洪水になるまで
の時間を四刻（8時間）八刻（16時間）十二刻
（24時間）（シトキハットキジュウニトキ）と呼
んでいました。水害からしっかり守るために、
水防団と連携しながら治水を進めています。

犬山城から見た木曽川。時には牙をむく大河川と
生きるために、人びとはさまざまな堤を編み出した社会の変遷とともに堤防伸びゆく木曽川47



水
泳

を
始
め
た
の
は
、

５
歳
の
と
き
に
父

親
と
釣
り
に
行
っ
て
涸ひ

沼ぬ
ま

川が
わ

に

落
っ
こ
ち
て
溺
れ
た
こ
と
が
き

っ
か
け
で
す
。
父
親
は
那
珂
湊

の
出
身
で
水
に
親
し
ん
で
い
た

の
で
「
待
っ
て
い
た
ら
１
回
浮

い
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
様
子
を

見
て
い
て
、
私
が
浮
い
た
と
き

に
す
か
さ
ず
引
っ
張
り
上
げ
て

く
れ
ま
し
た
。

　

父
親
に
「
ま
た
釣
り
に
行
き

た
い
か
」
と
聞
か
れ
、
行
き
た

い
と
言
う
と
「
じ
ゃ
あ
ス
イ
ミ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
に
行
き
な
さ

い
」
と
。
シ
ャ
ン
プ
ー
ハ
ッ
ト

を
使
う
く
ら
い
水
は
苦
手
で
し

た
が
、
釣
り
に
行
き
た
い
気
持

ち
が
勝
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

今
は
人
よ
り
も
多
少
は
泳
げ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
何
か

を
続
け
る
の
は
大
事
な
こ
と
な

ん
だ
よ
」
と
子
ど
も
た
ち
に
よ

く
話
し
て
い
ま
す
。

岐
阜
県

の
垂
井
町
と
い
う
水
の
豊
か
な

地
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
小
さ
い

頃
か
ら
谷
川
で
泳
い
だ
り
、
サ
ワ
ガ
ニ
を
捕
ま
え
た

り
し
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。

　

泳
ぐ
の
が
大
好
き
で
、
小
学
校
の
夏
休
み
の
プ
ー

ル
開
放
は
１
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
休
ま
ず
に
参
加

し
ま
し
た
。
中
学
校
で
は
夏
は
水
泳
部
、
そ
れ
以
外

の
季
節
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
に
所
属
し
て
い
た

く
ら
い
で
す
。

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
岐
阜
は
海
な
し
県
で
す
か
ら
、

初
め
て
海
を
見
た
の
は
小
学
校
中
学
年
。「
こ
ん
な
に

た
く
さ
ん
水
が
あ
る
ん
だ
！
」
と
驚
い
た
こ
と
を
覚

え
て
い
ま
す
。

　

大
学
の
授
業
で
は
海
へ
潜
っ
た
り
2
時
間
泳
ぎ
つ

づ
け
る
遠
泳
な
ど
も
担
当
し
ま
し
た
が
、
海
や
水
を

見
る
と
今
で
も
わ
く
わ
く
す
る
の
で
す
。

初
め
て

海
水
浴
に
行
っ
た

と
き
に
見
た
海
が

と
て
も
美
し
か
っ
た
の
で
す
。
朝
起
き

る
と
潮
が
満
ち
て
い
て
前
日
に
泳
い
だ

と
き
よ
り
も
水
が
多
く
、
水
底
ま
で
透

き
通
っ
て
い
て
、
魚
が
泳
い
で
い
る
姿

も
は
っ
き
り
見
え
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
ず
っ
と
海
が
好
き
で
す
。

最
初
か
ら
水
面
に
浮
か
ぶ
こ
と
が
で
き

た
の
で
、
泳
ぐ
の
を
怖
い
と
思
っ
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
学
校
で
は
水
泳

部
、
高
校
で
は
水
上
ス
キ
ー
部
に
所
属

し
て
い
ま
し
た
。

　

都
内
で
好
き
な
場
所
は
、
都
電
荒
川

線
と
並
行
し
て
流
れ
て
い
る
神
田
川
で

す
。
川
底
に
切
り
込
み
を
入
れ
て
い
る

の
か
、
水
面
が
波
打
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
車
窓
か
ら
眺
め
て
い
る
と
、
な
ぜ

か
心
が
ス
ッ
と
落
ち
着
き
ま
す
。

今
号
か
ら
新
た
に
掲
載
す
る「
水
を
想
う
」。

こ
れ
は
機
関
誌『
水
の
文
化
』の
特
集
取
材

で
お
会
い
し
た
方
々
に「
水
へ
の
想
い
」や

「
水
に
ま
つ
わ
る
想
い
出
」を
お
聞
き
す
る

も
の
で
す
。記
事
で
は
語
り
つ
く
せ
な
か
っ

た
お
話
を
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「泳ぐ」にまつわる水とヒト―あらためて考える水泳文化の未来

提供：高木英樹さん

泳ぐだけじゃない?! 海水浴の価値―「海離れ」の今こそ海辺を考える

記事

なぜ180種もの泳ぎ方が？―日本泳法の一流派「水府流水術」を訪ねて
水府流水術「浮身36体」の一つ「うたた寝」

水
を
見
る
と
今
も
わ
く
わ
く
す
る

心
落
ち
着
く
車
窓
か
ら
の
水
景

p6-9

高木英樹さん

p14-15

畔柳昭雄さん

p24-27
樫村幸治さん

水み
ず

文ぶ
ん

シ
ョ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

48水の文化 77号　水を想う



水
泳

を
始
め
た
の
は
、

５
歳
の
と
き
に
父

親
と
釣
り
に
行
っ
て
涸ひ

沼ぬ
ま

川が
わ

に

落
っ
こ
ち
て
溺
れ
た
こ
と
が
き

っ
か
け
で
す
。
父
親
は
那
珂
湊

の
出
身
で
水
に
親
し
ん
で
い
た

の
で
「
待
っ
て
い
た
ら
１
回
浮

い
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
様
子
を

見
て
い
て
、
私
が
浮
い
た
と
き

に
す
か
さ
ず
引
っ
張
り
上
げ
て

く
れ
ま
し
た
。

　

父
親
に
「
ま
た
釣
り
に
行
き

た
い
か
」
と
聞
か
れ
、
行
き
た

い
と
言
う
と
「
じ
ゃ
あ
ス
イ
ミ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
に
行
き
な
さ

い
」
と
。
シ
ャ
ン
プ
ー
ハ
ッ
ト

を
使
う
く
ら
い
水
は
苦
手
で
し

た
が
、
釣
り
に
行
き
た
い
気
持

ち
が
勝
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

今
は
人
よ
り
も
多
少
は
泳
げ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
何
か

を
続
け
る
の
は
大
事
な
こ
と
な

ん
だ
よ
」
と
子
ど
も
た
ち
に
よ

く
話
し
て
い
ま
す
。

夏
は
暑
い
の
で
、
涼
し
さ
を
求
め
て
ず
っ
と
川
に

浸
か
っ
て
い
ま
し
た
。
釣
り
を
し
た
り
エ
ビ
を

獲
っ
た
り
し
て
ね
。

　

四
万
十
川
で
は
一
年
中
遊
ん
で
い
ま
し
た
が
、
夏
休

み
に
な
る
前
、
川
は
漁
の
場
所
で
し
た
。「
コ
ロ
バ
シ
」

と
い
う
ウ
ナ
ギ
漁
で
は
竹
の
筒
を
使
う
ん
で
す
が
、
ミ

ミ
ズ
を
掘
り
に
行
っ
て
竹
の
筒
に
入
れ
て
、
夕
方
に
な

る
と
先
輩
に
聞
い
た
ウ
ナ
ギ
の
通
り
道
に
仕
掛
け
に
行

き
、
翌
朝
の
５
時
半
と
か
６
時
に
そ
れ
を
引
き
上
げ
に

行
き
ま
し
た
。

　

獲
れ
た
ウ
ナ
ギ
を
買
い
取
り
の
お
兄
さ
ん
に
渡
す
と

お
金
が
も
ら
え
た
の
で
す
。
お
正
月
以
外
に
現
金
を
も

ら
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
い
い
小
遣
い
稼
ぎ
で
し

た
。
そ
れ
で
お
菓
子
や
Ｂ
Ｂ
弾
を
買
っ
た
り
し
ま
し
た
。

最
初

の
釣
り
は
野
池
の
フ
ナ
で
し

た
。
竹
を
切
っ
て
竿
を
つ
く

っ
て
池
で
釣
り
を
し
て
、
次
に
四
万
十
川

の
支
流
で
ハ
ヤ
ン
ボ
（
カ
ワ
ム
ツ
）
釣
り
。

そ
う
し
て
釣
り
を
覚
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

季
節
に
よ
っ
て
釣
る
魚
、
獲
る
魚
も
変

わ
り
ま
す
。
春
は
フ
ナ
、
夏
は
川
で
ア
ユ

や
ウ
ナ
ギ
や
ナ
マ
ズ
、
秋
は
ウ
グ
イ
と
コ

イ
、
冬
は
ド
ン
コ
で
す
。

　

冬
は
寒
さ
に
震
え
な
が
ら
川
に
入
っ
て
、

石
を
起
こ
し
て
動
き
の
鈍
い
ド
ン
コ
を

「
エ
ビ
玉
」
で
捕
ま
え
ま

す
。
エ
ビ
玉
と
は
テ
ナ

ガ
エ
ビ
を
捕
ま
え
る
網

で
、
糸
で
編
ん
だ
直
径

15
㎝
く
ら
い
の
玉
網
で
す
。
ド
ン
コ
は
遠

火
で
じ
っ
く
り
焼
い
て
乾
燥
さ
せ
て
保
存

で
き
る
よ
う
に
し
、
煮
つ
け
な
ど
で
食
べ

ま
し
た
。
白
身
で
お
い
し
い
ん
で
す
よ
。

生
ま
れ

育
っ
た
白
浜
町
（
現
・
南
房
総
市
）
で
サ
ザ
エ
や
ト
コ
ブ
シ

が
獲
れ
る
の
は
５
月
か
ら
で
す
。
今
と
違
っ
て
深
い
場
所

じ
ゃ
な
く
て
も
サ
ザ
エ
は
た
く
さ

ん
い
た
ん
で
す
よ
。

　

潜
る
と
き
は
命
綱
と
貝
を
入
れ

る
網
を
結
び
つ
け
た
樽
を
持
っ
て
行
き
ま
し
た
。
命
綱
は
自
分
の
腰
に
ち
ょ
っ

と
挟
ん
で
お
い
て
、
す
ぐ
に
外
れ
る
よ
う
に
し
て
泳
ぎ
ま
す
。

　

命
綱
を
体
に
し
っ
か
り
結
び
つ
け
な
い
の
は
、
も
し
も
綱
が
岩
に
絡
み
つ
い

た
ら
自
由
に
泳
げ
な
く
て
溺
れ
て
し
ま
う
か
ら
。
本
職
（
プ
ロ
）
の
海あ

女ま

（
海あ

士ま

）

で
も
亡
く
な
る
人
は
時
々
い
る
の
で
す
。
海
は
楽
し
い
け
れ
ど
危
険
も
あ
り
ま

す
の
で
、
絶
対
に
一
人
で
は
潜
り
に
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

「泳ぐ」にまつわる水とヒト―あらためて考える水泳文化の未来

記事

なぜ180種もの泳ぎ方が？―日本泳法の一流派「水府流水術」を訪ねて記事

漁師さんはみんな泳げるの？―南房総の人びとに聞いた、海辺の暮らし

記事

「日本最後の清流」で育った川ガキたち―
川で安全に泳いで遊ぶ知恵の伝承

記事

フ
ナ
釣
り
か
ら
始
ま
っ
た
川
の
漁

川
で
溺
れ
か
け
て
水
泳
の
道
へ

ウ
ナ
ギ
を
捕
ま
え
て
お
小
遣
い
に

一
人
で
は
潜
り
に
行
か
な
か
っ
た

p16

野口博子さん

p29

林 大介さん

p30

矢野健一さん

49 水文（みずぶん）ショートインタビュー
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沖 大幹さんが「ストックホルム水大賞」を受賞

古賀邦雄さん逝去――本誌連載「水の文化書誌」擱筆の半年後に

　長い間、本誌で「水の文化書誌」を連載
してくださった古賀邦雄さんが2024年（令
和6）3月27日に亡くなりました。享年80。
古賀さんには連載のご協力のみならず、当
センターのアドバイザーとしても数えきれ
ないほどのご助言をいただきました。古賀
さんのご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し
上げます。
　古賀さんが水や河川、湖沼にまつわるさ
まざまな書籍や資料を集めることになった
のは、水資源開発公団（現・独立行政法人 水
資源機構）に勤めていたときに上司が発した

「水にまつわる本を集めて整理してはどう
か」という一言がきっかけだったそうです。
　そして2008年（平成20）5月に私設の図
書館「古賀河川図書館」を開きます。古賀
さんが集めた書籍・資料は希少なものも多
く、全国からさまざまな人たちが古賀さん
のもとを訪ねました。編集部が初めて訪問
したとき、足の踏み場もないほどの本の数

に圧倒されたことを思い出します。
　2020年（令和2）3月、古賀さんは所蔵し
ていた約1万2000冊を久留米大学御

み
井
い

図書館に寄贈されます。古賀さんは「立派
な図書館がきちんと管理してくれるのであ
りがたいことです」と目を細めていました。
古賀さんの蔵書は「古賀邦雄河川文庫」と
して公開されています。
　坂本貴啓さんの連載「Go! Go! 109水
系」の取材にもご同行いただくことが多く、
お二人の会話から、そして古賀さんの川に
まつわる史跡を見つける目の鋭さなどたく
さんのことを学ばせていただきました。
　連載「水の文化書誌」を終える際に古賀
さんにお話をお聞きしましたが、そのときに

「ミツカン水の文化センターがすごいのは
継続していることです。ずっと続けていただ
きたい」とおっしゃいました。その言葉を胸
に、当センターはこれからも情報発信に努
めてまいります。

　当センターのアドバイザーを務める東京大学大学
院工学系研究科 社会基盤専攻 教授の沖 大幹さん
が2024年の「ストックホルム水大賞（Stockholm 
Water Prize）」を受賞したことが2024年3月22日に
発表されました。
　同賞は「水のノーベル賞」とも称される、世界で
もっとも権威のある水関連の賞です。ノーベル賞の
選考を行なっているスウェーデン王立科学アカデ
ミーの協力によってストックホルム国際水研究所が
決定したものです。ちなみに3月22日は国連が定め

た世界水の日にあたります。
　沖さんはグローバルな視野から取り組む水文学
の先駆者として知られています。世界的な水収支や
仮想水の流れ、再生可能な水資源量の時空間変動
に関する研究への卓越した貢献が評価され、今回の
受賞となりました。日本人の受賞は23年ぶり3人目
となります。
　2024年8月の「ストックホルム世界水週間」の一
環として王室による授賞式が行なわれ、記念講演も
予定されています。沖さん、おめでとうございます。

センター活動報告

訃報

快報

SDGs―持続可能な開発目標を考える 水の文化 75号　水の文化書誌35 34

持
続
可
能
な
開
発
目
標
と
は

　
ロ
ビ
ン
・
ク
ラ
ー
ク
／
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
キ
ン
グ
著
・
沖
大
幹
監
訳
『
水
の
世
界

地
図
』（
丸
善
・
２
０
０
６
）
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
生
存
の
カ
ギ
は
、
海
洋
か
ら
蒸

発
す
る
水
の
う
ち
、
あ
る
程
度
の
量
が
陸
上
に
降
り
、
河
川
を
潤
し
土
に
水
を
与

え
そ
し
て
地
下
の
帯
水
層
を
補
塡
し
て
く
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
の
水

循
環
の
な
か
で
淡
水
供
給
の
可
能
な
部
分
で
あ
り
、
私
た
ち
は
こ
れ
に
依
存
し
て

生
き
て
い
る
。
世
界
の
水
供
給
は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
ス
ー
ザ
ン
・
ヴ
ァ
ー
デ

文
・
ピ
ー
タ
ー
・
Ｈ
・
レ
イ
ノ
ル
ズ
画
『
み
ず
を
く
む
プ
リ
ン
セ
ス
』（
さ
・
え
・
ら

書
房
・
２
０
２
０
）
は
、
西
ア
フ
リ
カ
の
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
で
毎
朝
母
と
一
緒
に
水

汲
み
に
出
か
け
る
少
女
の
話
で
あ
る
。
多
く
の
女
性
た
ち
も
水
汲
み
に
通
う
。「
ず

っ
と
ず
っ
と
　
と
お
く
ま
で
　
き
ょ
う
も
　
わ
た
し
は
　
み
ず
を
　
く
み
に
い
く

　
つ
め
た
く
て
　
き
れ
い
な
　
み
ず
が
　
あ
る
と
い
い
な
　
い
つ
の
ひ
か
　
き
つ

と
」。
今
、
ア
フ
リ
カ
で
は
井
戸
を
掘
る
運
動
が
起
き
て
い
る
。

　
世
界
は
戦
争
や
内
戦
、
難
民
、
さ
ら
に
貧
困
、
人
種
差
別
、
環
境
破
壊
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
球
規
模
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
」
と
い
う
理
念
の
も
と
、
国
際
連
合
の
加
盟
１
９

３
カ
国
が
達
成
を
目
指
す
の
が
２
０
３
０
年
ま
で
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
（Sustainable D

evelopm
ent Goals

）
だ
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
は
17
の
目
標
が
定
め
ら
れ

た
。
そ
の
過
程
を
追
っ
て
み
る
。

　
岩
田
元
喜
・
文
『
基
礎
か
ら
わ
か
る
！ 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』（
メ
デ
ィ
ア
ッ
ク
ス
・
２
０
２

１
）
は
、
１
９
７
２
年
『
成
長
の
限
界
』
の
出
版
が
人
類
に
警
告
を
与
え
、
そ
の
後
、

次
の
よ
う
に
持
続
可
能
な
開
発
目
標
が
制
定
さ
れ
た
と
記
す
。
１
９
８
０
年
「
持

続
可
能
な
開
発
」
の
概
念
が
公
表
さ
れ
、
１
９
９
２
年
リ
オ
で
「
地
球
サ
ミ
ッ
ト
」

開
催
。
１
９
９
７
年
地
球
温
暖
化
へ
の
世
界
的
取
り
組
み
「
京
都
議
定
書
」
採
択
。

２
０
０
０
年
開
発
途
上
国
の
課
題
解
決
を
目
指
す
「
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」（
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目

標
）
採
択
、
２
０
１
２
年
リ
オ
＋
20
「
ア
ジ
ェ
ン
ダ
21
」
採
択
、
２
０
１
５
年
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
の
17
の
目
標
が
国
連
総
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

　
17
の
目
標
は
、
①
貧
困
を
な
く
そ
う
②
飢
餓
を
ゼ
ロ
に
③
す
べ
て
の
人
に
健
康

と
福
祉
を
④
質
の
高
い
教
育
を
み
ん
な
に
⑤
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
し
よ
う
⑥

安
全
な
水
と
ト
イ
レ
を
世
界
中
に
⑦
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
み
ん
な
に
、
そ
し
て
ク
リ
ー

ン
に
⑧
働
き
が
い
も
経
済
成
長
も
⑨
産
業
と
技
術
革
新
の
基
盤
を
つ
く
ろ
う
⑩
人

や
国
の
不
平
等
を
な
く
そ
う
⑪
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
⑫
つ
く
る
責
任

つ
か
う
責
任
⑬
気
候
変
動
に
具
体
的
な
対
策
を
⑭
海
の
豊
か
さ
を
守
ろ
う
⑮
陸
の

豊
か
さ
も
守
ろ
う
⑯
平
和
と
公
正
を
す
べ
て
の
人
に
⑰
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
目

標
を
達
成
し
よ
う
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
17
の
目
標
の
う
ち
、
①
貧
困
を
な
く
そ
う
、
②
飢
餓
を
ゼ
ロ
に
、
⑥
安
全
な
水

と
ト
イ
レ
を
世
界
中
に
、
⑭
海
の
豊
か
さ
を
守
ろ
う
、
⑮
陸
の
豊
か
さ
も
守
ろ
う

に
つ
い
て
、
気
候
変
動
に
対
す
る
具
体
策
を
追
っ
て
み
た
い
。

貧
困
を
な
く
そ
う
、
飢
餓
を
ゼ
ロ
に

　
深
井
宣
光
著
『
小
学
生
か
ら
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
・
２
０
２
１
）
に

よ
る
と
、
世
界
に
は
家
に
お
金
が
な
く
学
校
に
行
か
せ
て
も
ら
え
ず
、
毎
日
16
時

間
働
い
て
い
る
子
ど
も
が
約
１
億
６
０
０
０
万
人
い
る
。
こ
れ
は
世
界
の
子
ど
も

の
10
人
に
１
人
の
割
合
で
あ
る
。
食
べ
る
も
の
が
ず
っ
と
な
く
て
栄
養
不
足
で
死

ん
で
し
ま
う
ほ
ど
に
苦
し
い
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
の
人
が
８
億
１

１
０
０
万
人
い
る
。
こ
ち
ら
も
10
人
に
１
人
の
割
合
で
あ
る
。

　
世
界
の
子
ど
も
３
８
９
０
万
人
の
５
歳
未
満
が
栄
養
不
良
で
あ
る
。
飢
餓
で
苦

し
む
国
で
は
食
べ
物
が
少
な
い
の
で
痩
せ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
長
く
食
べ
も

の
が
手
に
入
ら
な
い
と
肥
満
や
過
体
重
で
体
調
が
悪
く
な
る
。
日
本
で
は
「
最
後

に
お
な
か
い
っ
ぱ
い
食
べ
さ
せ
ら
れ
な
く
て
、
ご
め
ん
ね
」
と
遺
し
て
い
っ
た
母

子
の
悲
し
い
事
件
が
起
こ
っ
た
。
日
本
の
子
ど
も
の
貧
困
率
は
１
９
８
０
年
代
か

ら
上
昇
傾
向
で
、
今
日
で
は
、
７
人
に
１
人
が
貧
困
状
態
に
あ
り
、
特
に
ひ
と
り

親
世
帯
の
相
対
的
貧
困
率
は
深
刻
で
、
ほ
ぼ
２
世
帯
に
１
世
帯
が
貧
困
状
態
に
あ

古賀 邦雄
  こが  くにお

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

る
。
一
方
で
は
食
品
ロ
ス
が
あ
る
。
２
０
１
９
年
度
に
は
年
間
５
７
０
万
ト
ン
の

食
品
が
捨
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
日
本
人
一
人
あ
た
り
お
茶
碗
１
杯
分
ほ
ど
の

ご
飯
が
毎
日
捨
て
ら
れ
て
い
る
計
算
だ
。
み
き
つ
き
み
著
『
す
ぐ
で
き
る
こ
と
か

ら
が
ん
ば
っ
て
し
よ
う
こ
ど
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』（
弘
文
堂
・
２
０
２
１
）
が
詳
し
い
。

安
全
な
水
と
ト
イ
レ
を
世
界
中
に

　
本
田 

亮
著
『
ム
ズ
カ
シ
そ
う
な
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
こ
と
が
ひ
と
目
で
や
さ
し
く
わ
か
る

本
』（
小
学
館
・
２
０
２
１
）
に
よ
る
と
、
２
０
１
７
年
時
点
で
安
全
に
管
理
さ
れ
た
水
を

使
う
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
21
億
人
い
て
、
毎
日
８
０
０
人
の
乳
幼
児
が
汚
れ
た
水

に
よ
る
下
痢
症
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
安
全
に
管
理
さ
れ
た
飲
み
水
と
は
、
自
宅
に

あ
り
、
必
要
な
と
き
に
入
手
で
き
、
排
せ
つ
物
や
化
学
物
質
に
汚
染
さ
れ
て
い
な
い

水
源
か
ら
得
ら
れ
る
水
で
、
基
本
的
に
は
30
分
以
内
で
汲
め
る
き
れ
い
な
飲
み
水
で

あ
る
。
齋
藤
孝
著
『
こ
ど
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
大
図
鑑
３
６
５
』（
実
務
教
育
出
版
・
２
０
２
２
）

は
、
世
界
で
水
道
水
が
飲
め
る
国
は
、
日
本
を
含
め
て
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
12
カ
国
し
か
な
い
と
記
す
。
日
本
人
は
恵
ま
れ
て
い
る
。

　
バ
ウ
ン
ド
著
・
秋
山
宏
次
郎
監
修
『
数
字
で
わ
か
る
！ 

こ
ど
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
―
地

球
が
い
ま
ど
ん
な
状
態
か
わ
か
る
本
』（
カ
ン
ゼ
ン
・
２
０
２
１
）
に
よ
る
と
、
家
に
ト

イ
レ
が
な
く
て
外
で
用
を
足
し
て
い
る
人
が
６
億
７
３
０
０
万
人
も
い
る
。
排
泄

物
が
き
ち
ん
と
処
理
さ
れ
な
い
と
、
汚
染
さ
れ
た
水
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、

繁
殖
し
た
細
菌
で
感
染
症
に
か
か
っ
た
り
す
る
。
ひ
と
目
を
避
け
、
明
け
方
な
ど

に
草
む
ら
や
道
端
で
行
な
う
排
泄
は
危
険
で
あ
る
。
11
月
19
日
は
「
世
界
ト
イ
レ

の
日
」。
同
監
修
『
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
図
鑑
―
地
球
の
課
題
が
よ
く
わ
か

る
！
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
・
２
０
２
２
）、
バ
ウ
ン
ド
著
・
岩
附
由
香
監
修
『
親
子
で

学
ぶ
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』（
扶
桑
社
・
２
０
２
１
）、
佐
藤
真
久
監
修
『
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
サ
バ
イ
バ

ル
―
ク
イ
ズ
で
わ
か
る
地
球
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
！
』（
朝
日
新
聞
出
版
・
２
０
２

２
）
な
ど
が
あ
る
。

海
の
豊
か
さ
を
守
ろ
う

　T
hink the Earth

編
著
・
ロ
ビ
ン
西
画
『
未
来
を
変
え
る
目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
ア
イ

デ
ア
ブ
ッ
ク
』（
紀
伊
國
屋
書
店
・
２
０
１
８
）
は
、
人
間
は
太
古
か
ら
海
の
恩
恵
を
受

け
な
が
ら
暮
ら
し
て
き
た
と
記
す
。
し
か
し
、
今
で
は
人
間
の
経
済
活
動
に
伴
い
、

海
の
環
境
が
大
い
に
変
わ
っ
て
き
た
。
大
量
の
ゴ
ミ
が
捨
て
ら
れ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
ゴ
ミ
が
海
を
汚
染
し
、
海
の
生
き
も
の
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
海
を
汚

す
ゴ
ミ
を
巨
大
な
フ
ェ
ン
ス
で
回
収
し
、
海
流
や
風
を
利
用
し
て
ゴ
ミ
を
自
然
に

集
め
る
方
法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
魚
を
獲
り
つ
づ
け
る
と
水
産
資
源

が
減
少
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
魚
や
牡
蠣
の
養
殖
が
進

ん
で
い
る
。
上
田
隼
也
監
修
『
み
ん
な
で
調
べ
よ
う
・
考
え
よ
う
！
―
小
学
生
か

ら
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
丸
わ
か
り
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
』（
主
婦
と
生
活
社
・
２
０
２
２
）、
た
か
ま
つ
な

な
著
『
お
笑
い
芸
人
と
学
ぶ
13
歳
か
ら
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』（
く
も
ん
出
版
・
２
０
２
０
）、

保
坂
直
紀
著
『
海
洋
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
―
永
遠
の
ご
み
の
行
方
』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
・

２
０
２
０
）
な
ど
を
参
考
書
籍
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

陸
の
豊
か
さ
も
守
ろ
う

　
松
葉
口
玲
子
監
修
『
地
球
と
き
み
を
つ
な
ぐ
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
お
話
―
考
え
る
力
と

思
い
や
り
の
心
が
そ
だ
つ
』（
学
研
プ
ラ
ス
・
２
０
２
２
）
に
よ
れ
ば
、
地
球
上
の
生
き

も
の
13
万
種
類
以
上
を
調
査
し
た
結
果
、
森
林
の
開
発
に
よ
っ
て
３
万
８
０
０
０
以

上
の
種
が
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
と
い
う
。
森
林
の
役
割
は
水
を
蓄
え
、
土
砂
崩
れ
を

防
ぎ
、
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
、
気
候
を
や
わ
ら
げ
、
海
の
生
き
も
の
に
栄
養
を
運

ぶ
。
開
発
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
森
林
は
、
世
界
で
年
間
３
３
０
万
ha
に
上
る
。
地
球

温
暖
化
と
な
り
、
山
火
事
や
水
害
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
。
陸
上
の
生
態
系
は
動

物
も
含
め
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
オ
オ
カ
ミ
が
減
少
す
る
と
、
シ
カ
が
増
え
若

芽
を
食
べ
て
し
ま
う
の
で
、
草
木
を
食
べ
て
い
た
虫
や
ネ
ズ
ミ
が
減
り
、
ど
ん
ど
ん

生
き
も
の
が
減
少
す
る
。
国
内
の
絶
滅
危
惧
種
は
、
ヤ
ン
バ
ル
ク
イ
ナ
、
ラ
イ
チ
ョ

ウ
、
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
、
ラ
ッ
コ
、
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
、
オ
オ
ク
ワ
ガ
タ
な
ど
が
あ
る
。
植

林
を
施
し
、
森
林
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
蟹
江
憲
史
監
修
『
マ
ン
ガ

で
わ
か
る
！ 

は
じ
め
て
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
図
鑑
―
10
才
か
ら
知
っ
て
お
き
た
い
』（
永
岡
書

店
・
２
０
２
１
）、
同
監
修
『
12
歳
ま
で
に
身
に
つ
け
た
い
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
超
き
ほ
ん
』

（
朝
日
新
聞
出
版
・
２
０
２
１
）、
笹
谷
秀
光
監
修
『
大
人
が
本
当
に
答
え
ら
れ
な
い
!? 

ニ
ッ
ポ
ン
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
な
ぜ
な
に
ク
イ
ズ
図
鑑
』（
宝
島
社
・
２
０
２
２
）
を
挙
げ
る
。

気
候
変
動
に
具
体
的
な
対
策
を

　
高
橋
真
樹
著
『
こ
ど
も
気
候
変
動
ア
ク
シ
ョ
ン
30
―
未
来
の
た
め
に
で
き
る
こ

と
』（
か
も
が
わ
出
版
・
２
０
２
２
）
は
、
気
候
変
動
の
対
策
と
し
て
具
体
的
な
行
動
を

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
よ
り
マ
イ
ボ
ト
ル
を
使
う
。
マ
イ
バ
ッ

ク
＆
マ
イ
容
器
を
使
う
。
で
き
る
だ
け
包
装
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
選
ぶ
。
身
の

回
り
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
減
ら
す
。
洋
服
は
み
ん
な
で
使
う
。
も
の
を
大
事
に
す

る
、
修
理
し
て
使
う
。
地
域
の
も
の
を
食
べ
る
。
食
品
ロ
ス
を
へ
ら
す
。
ゴ
ミ
拾

い
を
す
る
。
生
ゴ
ミ
を
コ
ン
ポ
ス
ト
で
減
ら
す
。
使
わ
な
い
電
気
を
消
す
。
照
明

器
具
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
す
る
。
部
屋
を
断
熱
構
造
に
す
る
。
太
陽
光
発
電
を
つ
け
、
使

う
。
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
。
電
気
自
動
車
な
ど
Ｃ
Ｏ
２

の
少
な
い
乗
り
物
を
使

う
。
動
植
物
を
育
て
る
。

　
す
な
だ
ゆ
か
著
『
は
じ
め
て
の
脱
炭
素
―
見
て
、
知
る
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
』（
小

峰
書
店
・
２
０
２
２
）
に
よ
る
と
、
人
間
の
活
動
で
石
油
、
石
炭
、
天
然
ガ
ス
を
使

い
、
二
酸
化
炭
素
を
増
や
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
世
界
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量

（
２
０
１
９
年
）
は
３
６
７
億
ト
ン
と
な
り
、
地
球
の
温
暖
化
が
進
み
、
暴
風
雨
や
旱か

ん

魃ば
つ

な
ど
異
常
気
象
が
進
ん
だ
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
著
『
き
み
の
地
球

を
守
っ
て
』（
光
文
社
・
２
０
２
２
）、
丸
山
啓
史
著
『
気
候
変
動
と
子
ど
も
た
ち
―
懐

か
し
い
未
来
を
つ
く
る
大
人
の
役
割
』（
か
も
が
わ
出
版
・
２
０
２
２
）、
渡
邉
優
著

『
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
辞
典
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
２
０
２
２
）
も
詳
し
い
。

　
最
後
に
、
グ
レ
タ
・
ト
ゥ
ー
ン
ベ
リ
編
著
『
気
候
変
動
と
環
境
危
機
―
い
ま
私

た
ち
に
で
き
る
こ
と
』（
河
出
書
房
新
社
・
２
０
２
２
）
を
掲
げ
る
。
世
界
の
学
者
１
０

４
人
が
結
集
し
、
日
本
で
は
た
だ
一
人
沖
大
幹
先
生
が
論
じ
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ 

―
―
持
続
可
能
な
開
発
目
標
を
考
え
る

水
の
文
化
書
誌 

63

連載の最終回となった「水の文化書誌」の誌面（『水の文化』75号）。
この号には「擱筆にあたって」という古賀さんからのメッセージも掲載

（上）久留米大学御井図書館内に設置された「古賀邦雄河川文庫」。古賀さんが収集した
さまざまな書籍・資料は後世に引き継がれる （下）古賀さんが愛してやまなかった筑後川 
提供：坂本貴啓さん

山口県の佐波川にて（2021年撮影）

「ストックホルム水大賞」を
受賞した沖 大幹さん



一度は訪れたい「佐渡」
機関誌『水の文化』61号 「水が語る佐渡」

いよいよ夏本番。夏休みに旅に
出る方も多いと思いますが、ま
だ計画が固まっていない方に
お勧めしたいのが、「佐渡」です。
世界遺産への登録なるか、と注
目の島ですが、水の観点で金銀
山の採掘技術、農業技術、建築
などを見ていくと、その優れた
知恵や技術に圧倒されます。機
関誌61号「水が語る佐渡」は
旅のお供にぴったりですよ！ 冊
子をご希望の方はHPからご連
絡をお待ちしています。

編
集
後
記

今
回
の
取
材
で
は
、
島
原
と
水
戸
に
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
水
と
共
に
生
き
よ
う
、
水
と
共
に
楽
し
も
う

と
す
る
人
の
工
夫
や
努
力
が
あ
り
、
そ
の
人
の
営
み
が
歴
史
と
合
わ

さ
っ
て
い
く
こ
と
で
「
水
の
文
化
」
が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
と
大
変

感
慨
深
い
想
い
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
セ
ン
タ
ー
の
名
に
恥
じ
な
い

よ
う
、
様
々
な
人
の
営
み
、「
水
の
文
化
」
を
読
者
の
皆
様
に
お
届
け

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
森
）

泳
ぎ
の
歴
史
を
た
ど
る
中
で
、
水
中
で
安
全
を
確
保
し
つ
つ
、
目
的

を
達
す
る
た
め
の
術
で
あ
れ
ば
「
泳
ぎ
」
な
ん
だ
と
、
視
野
が
広
が

っ
た
思
い
で
す
。
速
さ
を
目
的
と
し
な
い
日
本
泳
法
に
は
、
様
々
な

目
的
を
達
す
る
た
め
の
技
術
が
満
載
で
、
実
際
に
拝
見
で
き
て
幸
せ

で
し
た
。
水
中
で
自
分
も
「
う
た
た
寝
」（
ｐ
48
）
が
で
き
た
ら
、も

っ
と
「
泳
ぐ
」
が
楽
し
く
な
り
そ
う
で
す
。（
松
）

子
ど
も
の
頃
か
ら
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
に
通
い
、
泳
ぐ
こ
と
が
大

好
き
で
す
。も
う
ス
ピ
ー
ド
重
視
で
泳
ぐ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、そ

れ
で
も
た
ま
に
海
水
浴
な
ど
の
機
会
が
あ
る
と
心
躍
る
の
で
す
。
大

人
に
な
る
に
つ
れ
、
日
焼
け
し
た
く
な
い
、
薄
着
に
な
り
た
く
な
い

と
泳
ぎ
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
久
し
ぶ
り
に
思
い
切
り
水

の
中
で
体
を
伸
ば
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。（
飯
）

最
後
に
泳
い
だ
の
は
い
つ
だ
っ
た
か
。
記
憶
を
た
ど
る
と
、
ど
う
や

ら
20
年
前
、
ス
キ
ン
ダ
イ
ビ
ン
グ
で
水
中
撮
影
す
る
カ
メ
ラ
マ
ン
の

お
供
で
、
海
に
潜
っ
た
の
が
最
後
の
よ
う
だ
。
人
生
の
半
分
近
く
泳

い
で
い
な
か
っ
た
と
は
恐
ろ
し
い
。
パ
ソ
コ
ン
の
奥
か
ら
出
て
き
た
、

フ
ィ
ン
を
つ
け
海
を
漂
う
自
分
の
写
真
を
見
て
い
た
ら
、
久
し
ぶ
り

に
自
然
の
中
で
泳
ぎ
た
く
な
っ
た
。（
秋
）

泳
げ
な
い
し
濡
れ
る
の
が
嫌
。
砂
浜
で
た
だ
た
だ
暑
い
思
い
を
す
る
。

そ
ん
な
印
象
の
海
に
数
年
前
、
子
ど
も
連
れ
の
友
人
と
行
く
こ
と
が

あ
っ
た
。
で
も
そ
の
日
は
な
ぜ
か
、
子
ど
も
用
の
小
さ
な
浮
輪
を
無

理
や
り
装
着
し
て
果
敢
に
海
へ
と
向
か
う
。
身
体
の
一
部
と
な
っ
た

浮
輪
の
お
か
げ
か
、
行
っ
た
こ
と
が
な
い
場
所
ま
で
泳
ぐ
の
が
と
て

も
気
持
ち
良
く
、
海
へ
の
印
象
が
変
わ
る
思
い
出
に
な
っ
た
。（
力
）

子
ど
も
の
頃
、
泳
ぐ
こ
と
が
大
好
き
だ
っ
た
。
ス
ク
ー
ル
に
は
通
え

な
か
っ
た
の
で
、
市
民
プ
ー
ル
に
行
っ
て
は
平
泳
ぎ
っ
ぽ
く
も
が
い

て
い
た
。
中
学
校
の
水
泳
授
業
で
25
ｍ
プ
ー
ル
を
20
往
復
し
た
が
腕

と
脚
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
ど
う
も
お
か
し
い
。
だ
か
ら
胸
を
張
っ
て
泳

げ
る
と
言
え
な
い
ま
ま
だ
っ
た
が
、
取
材
中
に
「
自
己
流
で
い
い
の

か
」
と
気
づ
い
た
。
水
泳
パ
ン
ツ
を
買
い
に
行
こ
う
。（
前
）
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※禁無断転載複写転売

『水の文化』77号のアンケートにご協力く
ださい。機関誌『水の文化』をより充実した
ものにするため参考とさせていただきます。

回答はこちらから

https://forms.office.com/r/ZUZKT2xKG3

皆さまからの感想、
情報をお待ちしています ！
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もしくは下記へご連絡ください。
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 36 水の文化書誌 51　

  ドナウ川── 黒い森から黒海まで　古賀邦雄

 38 魅力づくりの教え12  

  暮らしながら守る文化財
  島根県大田市大森町　中庭光彦

 42 食の風土記 13　

  舟運と文化の蓄積がもたらした こづゆ　福島県会津若松市
 45 Go! Go! 109水系 16

  夢を抱いた人々の開拓軸 後志利別川　坂本貴啓

 50 センター活動報告
 51 編集後記／ご案内
  (敬称略）

 目次 
巻頭エッセイ
 2 ひとしずく 
  水辺は人の故郷　加藤登紀子 

 30 生物多様性  

  トキよ、よみがえれ！── 生きものひしめく共生の田んぼ

  コラム  なぜ佐渡の里山は世界農業遺産に認定されたか

 35 文化をつくる  

  水の恵みと可能性に満ちた島　編集部

 22 北前船  

  廻船の歴史伝える濃密な空間　宿根木・小木港
  コラム  宿根木の海に浮かぶ昔ながらの「たらい舟」

 18 棚田  

  江戸期の記憶留める棚田  岩首昇竜棚田
  コラム  金銀山を支えた鉱山水利と食糧増産

 15 文化的景観  
  佐渡最初の鉱山を繁栄させた「水」　
  西三川砂金山　

 10 鉱山 

   「排水」と「水利」から見る佐渡金銀山
  ── 400年続いた鉱脈の残影　相川金銀山

 8 ジオ  

  二つの島がつながった金の島

 特集 水が語る佐渡

 6 概論 1  

  佐渡が示す人と自然の共生モデル　五十嵐敬喜

 28 概論2  

  恵みを活かして「自立の島」へ
  ── 佐渡の未来への提言　鈴木基之

佐渡の概要
人口は55,331人、世帯数は23,909世帯（2019年
1月1日現在）。面積は約855.61㎢（東京23区の約
1.5倍）。夏は高温多湿だが、冬は対馬暖流の影響で比
較的温暖で降雪量も少ない。平均年間降水量も全国平
均をやや下回る。歴史は古く、2万年から1万7000年
前ごろの遺跡も発掘されている。また、金銀の産出で知
られ、江戸時代は幕府の天領で大がかりな開発が行な
われ、17世紀には世界最大の産出量だったといわれる。
現在の農業は米が中心で、約65万人分相当を生産。柿
などの果樹栽培、干ししいたけづくりも盛ん。漁業では
イカやブリが知られる。日本酒の蔵元も多い。
2004年（平成16）年に、両津市、相川町、佐和田町、
金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町および
赤泊村の1市7町2村が合併し、佐渡島全体が佐渡市と
なった。年間の観光客数は50万人（2016年）。

※佐渡島は「佐渡」と表記する。ただし、「 」内はその
ときの発言に従った

加茂湖から大佐渡山地を望む。加茂湖はもともと淡水湖だったが、湖水
の氾濫を防ぐため明治期に開削し、両津湾とつながり汽水湖となった

 20 伝統芸能  

  海を越え、育まれた芸能
特
集 
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5 4

裏表紙上：二代広重が描いた『諸国六十八

景 佐渡金やま』（文久 2 年 ［1862］）。山を切

り崩し、水の力を用いた西三川砂金山の砂金

採取の様子がよくわかる（国立国会図書館蔵）

裏表紙下：宿根木の海に浮かぶ手づくりの

たらい舟。これも佐渡の誇る文化の一つ

（撮影：藤牧徹也）

表紙：佐渡島の中央部に広
がる国中平野を飛ぶトキ。

減農薬や生きものを増や
す試みがトキをよみがえら

せた。佐渡の里山は世界農
業遺産にも指定されている

（撮影：川本聖哉）
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（上）取材中に偶然会えた、四万十川
で岩から飛び降りる女の子。この流
域にはまだ「川ガキ」が存在している
撮影：渡邉まり子

（下）昭和20年代後半、大阪府堺市
で夏期に開かれる「浜寺水練学校」
で泳ぎを教わる子どもたち。この頃は
まだふんどし姿で泳いでいた
出典：『毎日新聞社 浜寺水練学校
１００年史』（毎日新聞大阪本社 2006）

表紙：茨城県水戸市に古くから
伝わる「水府流（すいふりゅう）水
術」の泳法「筏流（いかだながし）」。
先頭の泳者があおむけになって
手のかきだけで前進し、その足に
次 と々つかまって流れていく浮身

（うきみ）の組泳ぎ。水府流水術協
会の皆さんが披露してくれた
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