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サ
イ
フ
ォ
ン
の
お
湯
が
ロ
ー
ト
に

上
が
っ
て
き
て
、
竹
ベ
ラ
で
攪か
く

拌は
ん

を

す
る
。
そ
し
て
コ
ー
ヒ
ー
が
フ
ラ
ス

コ
に
完
全
に
落
ち
終
わ
る
の
を
見
て

い
た
。
そ
の
昔
、
そ
ん
な
コ
ー
ヒ
ー

の
淹い

れ
方
を
し
て
い
た
。
あ
れ
は
何

年
ぐ
ら
い
前
だ
っ
た
か
。

　

ド
リ
ッ
プ
式
の
コ
ー
ヒ
ー
に
慣
れ

て
し
ま
っ
た
昨
今
、
そ
う
し
た
サ
イ

フ
ォ
ン
で
淹
れ
る
コ
ー
ヒ
ー
が
懐
か

し
い
。
サ
イ
フ
ォ
ン
と
ド
リ
ッ
プ
で

淹
れ
る
方
法
と
は
似
て
非
な
る
も
の

な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
ま
で

こ
だ
わ
り
も
な
い
の
で
、
あ
た
し
に

は
違
い
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か

し
サ
イ
フ
ォ
ン
と
、
ド
リ
ッ
プ
で
は

や
は
り
趣
が
違
う
。
時
間
に
余
裕
の

な
い
時
は
、
俄
然
ド
リ
ッ
プ
が
重
宝

な
の
だ
が
、
サ
イ
フ
ォ
ン
で
淹
れ
る

コ
ー
ヒ
ー
は
時
間
が
か
か
り
面
倒
く

さ
い
分
、
そ
れ
が
一
種
の
儀
式
の
よ

う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
い

つ
の
間
に
か
サ
イ
フ
ォ
ン
で
の
コ
ー

ヒ
ー
は
や
め
て
し
ま
っ
た
―
―
ど
う

し
て
だ
っ
た
か
？

　

あ
た
し
が
最
初
に
コ
ー
ヒ
ー
を
意

識
し
た
の
は
い
つ
の
頃
だ
っ
た
だ
ろ

う
か
。
確
か
小
学
校
低
学
年
の
頃
だ

っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
銀
座
の
某
デ

パ
ー
ト
の
地
下
に
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ま

せ
て
く
れ
る
ス
タ
ン
ド
が
あ
っ
た
。

そ
の
側
を
通
る
と
い
つ
も
コ
ー
ヒ
ー

の
い
い
香
り
が
漂
っ
て
き
て
い
た
。

子
供
心
に
な
ん
て
い
い
匂
い
だ
と
思

っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
母
親

は
そ
の
匂
い
に
誘
わ
れ
コ
ー
ヒ
ー
を

注
文
し
た
。
あ
た
し
は
コ
コ
ア
を
飲

ん
だ
。
あ
の
コ
ー
ヒ
ー
の
い
い
香
り

は
忘
れ
ら
れ
な
い
し
、
今
で
も
喫
茶

店
の
前
を
通
る
時
、
焙
煎
の
香
り
に

同
じ
よ
う
な
思
い
に
駆
ら
れ
る
。
た

だ
そ
の
匂
い
に
誘
わ
れ
て
喫
茶
店
に

入
っ
て
注
文
し
た
と
し
て
も
、
あ
の

香
り
に
勝
る
コ
ー
ヒ
ー
に
出
会
う
こ

と
は
ま
ず
な
い
。

　

コ
ー
ヒ
ー
と
は
香
り
だ
け
な
の

か
？ 

い
や
、
当
然
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
味
覚
と
は
舌

で
感
知
す
る
の
は
な
ん
と
わ
ず
か
５

％
で
、
匂
い
が
95
％
と
い
う
こ
と
で

あ
る
ら
し
い
。
つ
ま
り
コ
ー
ヒ
ー
の

場
合
、
芳
し
い
香
り
が
重
要
な
要
素

だ
と
言
え
よ
う
が
、
実
際
は
産
地
、

コ
ー
ヒ
ー
豆
の
種
類
、
ブ
レ
ン
ド
に

よ
っ
て
香
り
が
微
妙
に
違
っ
て
く
る

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
ま
で
は

フラスコ内の水を沸騰させ、その蒸気圧で抽出するサイフォン式コーヒー。コポコポと湯が沸く様はずっと見ていられる　撮影協力：珈琲専門店 蘭

あ
の
香
り
の
コ
ー
ヒ
ー
ひ
と
し
ず
く

な
ぎ
ら
健
壱

フ
ォ
ー
ク
シ
ン
ガ
ー



あの香りのコーヒー5

知
り
得
な
い
し
、
追
求
も
し
な
い
。

な
ん
と
言
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
、

香
り
と
味
が
一
致
す
る
コ
ー
ヒ
ー
を

口
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

コ
ー
ヒ
ー
を
嗜た
し
なむ
店
、
昔
は
ま
ず

喫
茶
店
と
相
場
が
決
ま
っ
て
い
た
。

高
校
３
年
生
の
頃
だ
ろ
う
か
、
喫
茶

店
に
入
り
浸
っ
て
い
た
。
一
日
に
２
、

３
軒
ハ
シ
ゴ
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
。
喫
茶
店
と
い
う
空
間
が
好
き
だ

っ
た
ん
だ
ろ
う
し
、
友
達
と
の
会
話

が
楽
し
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
長
居
す

る
我
々
に
店
員
が
い
っ
た
い
何
回
水

を
注
ぎ
足
し
に
来
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

最
近
は
ほ
と
ん
ど
喫
茶
店
に
足
を
向

け
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
の
、
カ
フ
ェ
形
式

の
チ
ェ
ー
ン
が
増
え
て
か
ら
、
そ
う

な
っ
て
し
ま
っ
た
―
―
理
由
は
定
か

で
は
な
い
。

　

し
か
し
昔
な
が
ら
の
構
え
の
い
い

喫
茶
店
や
、
名
曲
喫
茶
な
ど
見
る
と

つ
い
ふ
ら
ふ
ら
と
吸
い
寄
せ
ら
れ
て

し
ま
う
。

　

そ
こ
で
眼
に
す
る
、
律
儀
な
マ
ス

タ
ー
が
、
律
儀
に
サ
イ
フ
ォ
ン
で
淹

れ
る
コ
ー
ヒ
ー
の
店
な
ら
言
う
こ
と

は
な
い
。
そ
う
し
た
店
で
、
子
供
の

頃
の
あ
の
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
を
ふ
と

思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

なぎら健壱（なぎら けんいち）

1952 年、東京銀座（旧・木挽町）に生まれ、葛飾区や江東区で育つ。1970 年、岐阜県中津川で開かれた全日本フォークジャン
ボリーに飛び入り参加したことをきっかけにデビュー。コンサートやライブ活動を続け、テレビやラジオ、映画に出演。また新聞、雑
誌で執筆。エッセイ集として『絶滅食堂で逢いましょう―なぎら健壱が行く東京の酒場・食堂・喫茶店』『酒場のたわごと』『夕べ
もここにいた！―なぎら健壱の東京居酒屋 』などを、写真集として『 東京のこっちがわ』『 町のうしろ姿 』『 町の残像 』などを上梓。
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ヨ
ー
ロッ
パ
に
広
が
っ
た

コ
ー
ヒ
ー
の
ル
ー
ト

ア
ラ
ビ
ア
語
の
「
カ
フ
ワ
（qahw

ah

）」。

こ
れ
が
コ
ー
ヒ
ー
の
語
源
で
す
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
伝
わ
る
と
、
英
語
は
「coffee

」、

フ
ラ
ン
ス
語
は
「café

」
と
変
化
し
ま

す
。
日
本
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
が
長
崎
の

出
島
へ
持
ち
込
ん
だ
と
さ
れ
、
オ
ラ
ン

ダ
語
の
「koffie

」
か
ら
コ
ー
ヒ
ー
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

コ
ー
ヒ
ー
が
伝
播
し
た
時
期
や
ル
ー

ト
は
複
数
あ
っ
て
や
や
こ
し

い
の
で
、
簡
単
に
ご
説
明
し

ま
す
。
原
産
地
は
エ
チ
オ
ピ

ア
で
す
。
そ
れ
が
イ
エ
メ
ン

に
渡
っ
て
カ
フ
ワ
と
し
て
飲

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が

15
世
紀
頃
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
ア
ラ
ビ
ア
半
島

を
北
上
し
て
エ
ジ
プ
ト
、
ト

ル
コ
と
伝
わ
り
、
16
世
紀
半

ば
に
は
イ
ス
ラ
ム
圏
で
広
く
飲
ま
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
っ
た
ル
ー
ト
は

大
き
く
４
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
ず
は
地
中
海
沿
岸
の
交
易
か
ら

伝
わ
っ
た
ル
ー
ト
。
２
つ
め
は
、
オ
ラ

ン
ダ
が
東
イ
ン
ド
航
路
開
拓
で
イ
エ
メ

ン
に
立
ち
寄
っ
て
持
ち
帰
り
、
貿
易
品

と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
３

つ
め
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
（
ト
ル
コ
）
が

ル
イ
14
世
に
派
遣
し
た
大
使
が
パ
リ
滞

在
中
に
コ
ー
ヒ
ー
を
振
る
舞
い
、
そ
れ

が
流
行
し
た
こ
と
。
４
つ
め
は
、
第
二

次
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
で
攻
め
込
ん
だ
オ
ス

マ
ン
帝
国
が
敗
走
す
る
際
に
コ
ー
ヒ
ー

を
残
し
て
い
っ
た
と
す
る
説
で
す
。（
図
）

17
世
紀
半
ば
以
降
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
で
コ
ー
ヒ
ー
の
飲
用
が
広
ま
り
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ロ

ン
ド
ン
で
は
「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
」
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
で
は
「
カ
フ
ェ
」
が

生
ま
れ
ま
し
た
。

興
味
深
い
の
は
、
ロ
ン
ド
ン
な
ど
か

社
会
と
経
済
情
勢
が
生
ん
だ

日
本
の
喫
茶
店
戦
前
か
ら
今
に
至
る
３
つ
の
ブ
ー
ム

休
日
に
お
い
し
い
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
、喫
茶
店
で
ゆ
っ
く
り
過
ご
す

―
―
そ
う
い
う
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、喫
茶
店
が
い
つ
で
き
て
、

ど
う
広
ま
っ
た
の
か
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？ 

大
学
で
微
生
物
や
が
ん
の

研
究・教
育
に
携
わ
り
な
が
ら
、趣
味
で
始
め
た
コ
ー
ヒ
ー
研
究
が
高
じ
て

『
コ
ー
ヒ
ー
の
科
学
』『
珈
琲
の
世
界
史
』な
ど
を
上
梓
し
た
旦
部
幸
博
さ

ん
に
、日
本
の
喫
茶
店
の
黎
明
期
か
ら
現
代
に
至
る
移
り
変
わ
り
に
つ
い

て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

TAMBE Yukihiro
1969年長崎県生まれ。京都大学大学
院薬学研究科修了後、博士課程在籍
中に滋賀医科大学助手へ。医学博士。
専門はがんに関する遺伝子学、微生
物学。コーヒーサイト「百珈苑」主宰。
自家焙煎店や企業向けのセミナーで、
コーヒーの香味や健康に関する講師
を務める。著書に『コーヒーの科学』
『珈琲の世界史』、共著に『コーヒー 
おいしさの方程式』などがある。

インタビュー

旦部 幸博さん

滋賀医科大学 医学部 准教授
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ら
少
し
遅
れ
て
コ
ー
ヒ
ー
が
流
行
し
た

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
で
す
。
概

し
て
水
事
情
が
よ
く
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
な
か
で
ウ
ィ
ー
ン
だ
け
は
昔
か
ら
水

に
恵
ま
れ
て
、
そ
れ
は
人
び
と
の
誇
り

で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
日
本
の
喫
茶

店
で
は
お
冷
や
が
出
て
き
ま
す
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
こ
の
慣
習
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
ウ
ィ
ー
ン
だ
け
は
コ
ー
ヒ
ー
と

一
緒
に
水
も
提
供
し
ま
す
。
さ
ら
に
コ

ー
ヒ
ー
を
よ
り
お
い
し
く
飲
も
う
と
ミ

ル
ク
の
配
分
を
模
索
し
た
り
、
ミ
ル
ク

を
泡
立
て
た
り
も
す
る
。
水
、
そ
し
て

コ
ー
ヒ
ー
の
味
を
追
究
す
る
点
で
、
ウ

ィ
ー
ン
と
日
本
は
似
て
い
る
ん
で
す
ね
。

ち
な
み
に
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
三
大
飲
料
の
う
ち
、
最
初
に
広

ま
っ
た
の
が
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
で
、
次
に

コ
ー
ヒ
ー
、
最
後
が
お
茶
（
当
初
は
緑
茶
）

で
す
。
お
茶
は
中
国
で
は
古
く
か
ら
飲

ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
コ
ー
ヒ
ー
の
方
が
先
で
し
た
。

鹿
鳴
館
に
対
抗
し
て
開
い
た

日
本
初
の
本
格
喫
茶
店

さ
て
日
本
に
目
を
向
け
ま
し
ょ
う
。

い
わ
ゆ
る
鎖
国
状
態
だ
っ
た
江
戸
幕
府

は
、
長
崎
の
出
島
で
外
国
と
の
貿
易
を

行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
１
６
４
１
年

（
寛
永
18
）
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
が
平
戸
か

ら
出
島
に
移
さ
れ
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど

そ
の
頃
オ
ラ
ン
ダ
で
は
イ
エ
メ
ン
の
モ

カ
港
か
ら
コ
ー
ヒ
ー
の
輸
入
を
始
め
ま

す
。
そ
れ
を
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
商
館
長
と

し
て
赴
任
し
た
人
物
が
持
ち
込
み
、
出

島
に
出
入
り
す
る
商
人
や
遊
女
に
コ
ー

ヒ
ー
を
振
る
舞
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
蘭
学
書
を
通
じ

て
、
コ
ー
ヒ
ー
を
知
っ
て
い
た
日
本
人

も
い
た
で
し
ょ
う
。

そ
の
後
、
幕
末
に
外
国
人
居
留
地
が

設
け
ら
れ
る
と
、
彼
ら
を
相
手
と
す
る

輸
入
食
品
店
が
現
れ
、
そ
こ
か
ら
コ
ー

ヒ
ー
が
徐
々
に
広
ま
り
ま
す
。
明
治
維

新
を
経
て
欧
化
主
義
が
進
む
鹿
鳴
館
時

代
（
１
８
８
３
年
～
１
８
８
７
年
頃
）
か
ら
、
日

本
で
も
人
び
と
が
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

日
本
で
最
初
の
本
格

4

4

喫
茶
店
は
、
１

８
８
８
年
（
明
治
21
）
に
鄭て

い
え
い
け
い

永
慶
が
東

京
・
上
野
に
開
い
た
「
可カ

ツ
ヒ
ー否

茶さ

館か
ん

」。

上
流
階
級
が
集
う
鹿
鳴
館
に
対
抗
し
て

欧
米
式
の
庶
民
の
サ
ロ
ン
を
目
指
し
ま

し
た
が
、
経
営
は
う
ま
く
い
か
ず
、
わ

ず
か
４
年
で
廃
業
し
ま
す
。
時
代
を
先

取
り
し
す
ぎ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

■ ヨーロッパへのコーヒー伝播ルート

 

❶地中海ルート
❷東インド会社ルート
❸パリ・ルート
❹ウィーン・ルート

※本格的な伝播の年を示した。（ ）内は最初に伝播したといわれる年（いずれも西暦）
提供：旦部幸博さん

コーヒーの誕生
(15世紀)

15世紀後半
1510

（1644）

（1627）

❷1640（1616）

16世紀半ば
(1517）

アメリカへ
17世紀半ば？

日本へ（長崎・出島）
17世紀末～18世紀？

❶16世紀末～

❸1669 ❹1685

この店のコーヒーはどんな味なのだろうか。わくわくする一瞬だ
撮影協力：コーヒーショップ伊吹

社会と経済情勢が生んだ日本の喫茶店――戦前から今に至る３つのブーム
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１
９
１
１
年
に
同
時
開
店

「
銀
座
三
大
カ
フ
ェ
ー
」

可
否
茶
館
を
嚆こ

う

矢し

と
す
る
日
本
の
喫

茶
店
の
隆
盛
を
俯
瞰
す
る
と
、
大
き
く

分
け
て
３
つ
の
ブ
ー
ム
が
あ
る
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。
①
「
銀
座
三
大
カ
フ

ェ
ー
」
の
開
業
か
ら
戦
前
ま
で
、
②
１

９
７
０
年
代
か
ら
１
９
８
０
年
代
初
頭
、

③
バ
ブ
ル
崩
壊
か
ら
現
在
で
す
。

１
９
１
１
年
（
明
治
44
）
は
今
に
続
く

喫
茶
店
文
化
の
元
年
と
い
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
当
時
、
文
化
の
発
信
地
だ

っ
た
東
京
・
銀
座
に
芸
術
家
た
ち
が
語

り
合
う
サ
ロ
ン
と
し
て
３
月
に
「
カ
フ

ェ
ー
・
プ
ラ
ン
タ
ン
」
が
開
業
し
ま
す
。

８
月
、
料
理
に
力
を
入
れ
庶
民
に
門
戸

を
開
い
た
「
カ
フ
ェ
ー
・
ラ
イ
オ
ン
」

が
オ
ー
プ
ン
。
12
月
に
は
サ
ン
パ
ウ
ロ

州
政
府
か
ら
無
償
で
提
供
さ
れ
た
生
豆

を
用
い
る
「
カ
フ
ェ
ー
・
パ
ウ
リ
ス

タ
」
が
開
店
し
ま
す
。
安
価
で
コ
ー
ヒ

ー
を
提
供
す
る
カ
フ
ェ
ー
・
パ
ウ
リ
ス

タ
に
は
、
芥
川
龍
之
介
や
平
塚
ら
い
て

う
な
ど
の
作
家
や
庶
民
が
集
ま
っ
た
そ

う
で
す
。

１
９
２
３
年
（
大
正
12
）
９
月
に
関
東

大
震
災
が
起
き
、
東
京
は
更
地
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
の
復
興
過
程
で
小
料

理
屋
や
カ
フ
ェ
ー
な
ど
小
さ
な
飲
食
店

が
数
多
く
生
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
は
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
女
性
の
社
会

進
出
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と

に
加
え
、
震
災
で
夫
を
亡
く

し
た
寡
婦
が
一
人
で
商
売
す

る
に
は
小
規
模
な
飲
食
店
し

か
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
実
は
関
東
大

震
災
以
前
か
ら
カ
フ
ェ
ー
を

名
乗
り
、
女
性
給
仕
（
女
給
）

が
性
的
サ
ー
ビ
ス
を
与
え
る

怪
し
げ
な
店
が
現
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
に
震
災
が
起
き

て
拍
車
が
か
か
り
、
カ
フ
ェ

ー
に
よ
る
風
紀
の
乱
れ
は
社
会
問
題
化

し
ま
す
。
１
９
２
５
年
（
大
正
14
）
頃
に

は
、
酒
や
女
給
を
置
く
「
カ
フ
ェ
ー
」、

そ
れ
ら
を
置
か
な
い
「
普
通
喫
茶
店
」、

両
者
の
中
間
的
な
「
特
殊
喫
茶
店
」
に

分
か
れ
ま
す
。

１
９
３
０
年
代
前
半
に
「
コ
ー
ヒ
ー

を
中
心
と
す
る
純
粋
な
喫
茶
店
」
が
増

え
て
「
純
喫
茶
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
る
一
方
、
性
風
俗
店
と
化
し
て
い
た
カ

フ
ェ
ー
は
戦
後
に
消
え
て
い
き
ま
し
た
。

余
談
で
す
が
、
一
階
が
飲
食
ス
ペ
ー

ス
で
、
二
階
に
小
さ
な
部
屋
が
あ
り
、

凝
っ
た
外
観
の
建
物
を
「
カ
フ
ェ
ー
建

築
」
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
一
連
の
名
残

で
す
。

脱
サ
ラ
ブ
ー
ム
か
ら
の

「
で
も
し
か
喫
茶
」

第
二
次
世
界
大
戦
で
コ
ー
ヒ
ー
豆
の

輸
入
は
途
絶
え
、
１
９
５
０
年
（
昭
和

25
）
に
よ
う
や
く
輸
入
が
再
開
す
る
と
、

喫
茶
店
も
徐
々
に
復
活
し
ま
す
。

折
し
も
集
団
就
職
の
時
代
で
す
。
都

会
へ
出
て
き
た
も
の
の
自
宅
と
職
場
の

往
復
だ
け
で
孤
独
を
抱
え
る
若
者
た
ち

が
「
歌
声
喫
茶
」
で
歌
い
、
ま
た
自
宅

で
は
聞
け
な
い
音
楽
を
聴
こ
う
と
「
名

曲
喫
茶
」
や
「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
」
へ
足
を

運
び
ま
し
た
。
今
、
某
海
外
チ
ェ
ー
ン

が
「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
を
提
唱
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
は
る
か
昔
か
ら
、
戦

後
日
本
の
大
衆
的
な
喫
茶
店
が
、
自
宅
、

職
場
に
続
く
「
第
三
の
場
所
」
と
し
て

た
し
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。

日
本
は
経
済
成
長
を
遂
げ
ま
す
が
、

１
９
６
５
年
（
昭
和
40
）
か
ら
の
い
ざ
な

ぎ
景
気
が
１
９
７
０
年
（
昭
和
45
）
夏
に

終
わ
る
と
、
会
社
勤
め
を
や
め
て
一
人

で
事
業
を
興
す
「
脱
サ
ラ
」
が
ブ
ー
ム

に
な
り
ま
す
。
脱
サ
ラ
は
１
９
７
１
年

（
昭
和
46
）
の
流
行
語
の
一
つ
で
す
。

そ
の
な
か
で
、
本
格
的
な
料
理
は
無

理
で
も
コ
ー
ヒ
ー
ぐ
ら
い
な
ら
…
…
と

「
喫
茶
店
で
も

4

4

や
ろ
う
か
」「
喫
茶
店
く

ら
い
し
か

4

4

で
き
な
い
」
と
開
業
す
る
人

が
相
次
ぎ
ま
す
。
コ
ー
ヒ
ー
豆
は
も
ち

ろ
ん
、
キ
ッ
チ
ン
な
ど
の
設
備
か
ら
メ

ニ
ュ
ー
提
案
ま
で
行
な
う
卸
企
業
も
増

え
、
ま
た
そ
う
し
た
喫
茶
店
を
揶
揄
す

る
「
で
も
し
か
喫
茶
」
と
い
う
言
葉
す

ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
喫
茶
店
が
増
え
る
と
差

別
化
は
必
要
で
す
。
産
地
・
銘
柄
の
異

な
る
焙
煎
豆
を
そ
ろ
え
、
注
文
を
受
け

て
か
ら
淹
れ
る
「
一
杯
淹だ

て
」
を
採
用

し
、
ネ
ル
ド
リ
ッ
プ
や
サ
イ
フ
ォ
ン
な

ど
抽
出
方
法
に
こ
だ
わ
る
な
ど
「
お
い

し
さ
」
を
前
面
に
打
ち
出
し
ま
す
。
コ

ー
ヒ
ー
の
味
で
勝
負
す
る
喫
茶
店
が
出

現
し
た
の
は
、
世
界
を
見
回
し
て
も
日

本
が
最
初
だ
と
思
い
ま
す
。

お
い
し
さ
の
追
究
は
、
生
豆
を
仕
入

れ
て
自
分
で
焙
煎
す
る
「
自
家
焙
煎
」

へ
と
向
か
い
ま
す
。
焙
煎
は
生
豆
を
煎

っ
て
味
や
香
り
を
引
き
出
す
作
業
で
す

が
、
本
当
に
難
し
い
。
焙
煎
機
を
購
入

し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
、
一
足

早
く
自
家
焙
煎
を
実
践
し
て
い
た
喫
茶

店
に
出
向
い
て
学
ん
だ
り
、
そ
こ
で
働

い
て
修
業
す
る
人
た
ち
が
現
れ
ま
す
。

実
は
、
戦
後
ま
も
な
く
「
自
分
で
コ

ー
ヒ
ー
を
焙
煎
す
る
小
さ
な
喫
茶
店
」

が
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
戦
前
に
カ
フ

関東大震災で大きな被害を受けた東京・銀座
「大正大震災惨状実況 九月四日 銀座四丁目より
京橋を望む」 東京都立図書館蔵

水の文化 78号　特集　街なかの喫茶店
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ェ
ー
・
パ
ウ
リ
ス
タ
な
ど
で
活
躍
し
て

い
た
人
、
あ
る
い
は
カ
フ
ェ
・
ド
・
ラ

ン
ブ
ル
（
１
９
４
８
年
創
業
）
の
故
・
関
口

一
郎
さ
ん
の
よ
う
に
戦
前
の
コ
ー
ヒ
ー

の
味
を
知
り
、
な
お
か
つ
自
ら
味
を
追

究
し
て
い
た
人
た
ち
で
す
。
そ
の
店
で

学
ん
だ
弟
子
た
ち
が
一
人
、
ま
た
一
人

と
自
家
焙
煎
店
を
開
い
て
い
き
ま
し
た
。

１
９
８
１
年
（
昭
和
56
）
の
全
国
の
喫

茶
店
数
は
法
人
含
め
て
約
15
万
軒
。
そ

の
う
ち
個
人
事
業
主
の
店
は
お
よ
そ
13

万
軒
を
占
め
、
個
人
経
営
の
喫
茶
店
は

ま
さ
に
最
盛
期
を
迎
え
た
の
で
す
。

「
バ
ブ
ル
崩
壊
」以
降
の

新
ス
タ
イ
ル
カ
フ
ェ

栄
枯
盛
衰
と
い
う
よ
う
に
、
よ
い
時

は
長
く
続
か
な
い
も
の
で
す
。
喫
茶
店

も
例
外
で
は
な
く
、
１
９
８
１
年
を
頂

点
と
し
て
減
少
に
転
じ
ま
す
。
そ
の
頃
、

セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
式
の
喫
茶
店
が
登
場

し
、
１
９
８
０
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
景

気
で
上
昇
し
た
賃
料
や
光
熱
費
な
ど
も

経
営
を
圧
迫
し
、
閉
め
る
店
が
増
え
ま

し
た
。
喫
茶
店
の
「
冬
の
時
代
」
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
１
９
９
０
年
代
初
頭
に

バ
ブ
ル
が
崩
壊
す
る
と
、
喫
茶
店
数
の

減
少
曲
線
が
少
し
緩
み
ま
す
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
俗
に
い
う
「
リ
ス
ト
ラ
」

さ
れ
た
人
た
ち
、
就
職
氷
河
期
の
若
者

た
ち
、
共
働
き
世
帯
の
女
性
た
ち
な
ど

い
く
つ
も
の
社
会
情
勢
が
重
な
っ
た
結

果
、
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
「
カ
フ
ェ
」

の
開
業
が
増
え
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

新
ス
タ
イ
ル
の
カ
フ
ェ
に
も
、
１
９

８
０
年
代
に
流は

や行
っ
た

カ
フ
ェ
バ
ー
の
流
れ
を

汲
む
も
の
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
や
無
国
籍
料
理
店
、

フ
レ
ン
チ
・
カ
フ
ェ
な

ら
び
に
ア
メ
リ
カ
の
エ

ス
プ
レ
ッ
ソ
カ
フ
ェ
の

日
本
進
出
に
よ
る
も
の

な
ど
多
様
で
す
。
こ
れ

ら
の
カ
フ
ェ
は
、
従
来

の
日
本
的
な
喫
茶
店
と

は
異
な
る
業
態
で
す
。

一
方
、
コ
ー
ヒ
ー
専

門
店
で
は
、
高
品
質
な

生
豆
を
用
い
る
「
ス
ペ

シ
ャ
ル
テ
ィ
コ
ー
ヒ
ー
」
が
登
場
し
、

２
０
１
５
年
（
平
成
27
）
に
日
本
へ
上
陸

し
た
ブ
ル
ー
ボ
ト
ル
コ
ー
ヒ
ー
に
端
を

発
す
る
「
サ
ー
ド
ウ
ェ
ー
ブ
コ
ー
ヒ

ー
」
も
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

１
０
０
年
以
上
前
の
１
９
１
１
年
に

開
業
し
た
「
カ
フ
ェ
ー
・
プ
ラ
ン
タ
ン
」

は
パ
リ
の
カ
フ
ェ
へ
の
憧
れ
か
ら
生
ま

れ
ま
し
た
が
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー

ヒ
ー
が
国
内
で
店
舗
を
増
や
し
て
い
る

よ
う
に
、
こ
と
コ
ー
ヒ

ー
に
関
し
て
は
ア
メ
リ

カ
の
影
響
が
大
き
い
の

で
す
。

か
い
つ
ま
ん
で
お
話

し
し
ま
し
た
が
、
振
り

返
る
と
３
つ
の
ブ
ー
ム

が
あ
り
、
ま
た
戦
前
か

ら
戦
後
、
そ
し
て
現
在

ま
で
日
本
の
喫
茶
店
は

変
化
し
な
が
ら
続
い
て

き
た
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
盛
衰
を
社
会
情
勢
に

重
ね
て
み
れ
ば
「
不
況

の
と
き
に
増
え
る
」
と

い
う
興
味
深
い
面
が
あ

る
こ
と
な
ど
に
気
づ
き

ま
す
。

こ
れ
か
ら
日
本
の
喫

茶
店
が
ど
う
な
っ
て
い

く
の
か
、
ま
だ
わ
か
り

ま
せ
ん
。
新
た
な
担
い

手
が
現
れ
る
か
も
し
れ

な
い
で
す
し
、
先
代
か
ら
受
け
継
い
だ

若
き
マ
ス
タ
ー
、
そ
し
て
自
家
焙
煎
に

興
味
を
抱
き
試
行
錯
誤
す
る
若
い
人
た

ち
も
い
ま
す
。
昭
和
時
代
に
開
業
し
た

純
喫
茶
が
、
再
び
注
目
さ
れ
て
い
る
の

は
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

の
ち
に
振
り
返
る
と
、
実
は
今
、
こ

の
時
代
が
喫
茶
店
の
新
た
な
黎
明
期
に

な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

（
２
０
２
４
年
10
月
31
日
取
材
）

■ 日本の喫茶店概史

喫茶店第一波
（ブーム1）

喫茶店第二波
（ブーム2）

喫茶店第三波
（ブーム3）

　 （17世紀末～ 長崎・出島にコーヒーが伝わる）
　 （1854 開国：以後コーヒーの輸入が開始）
1888 可否茶館（上野）開業

1911 銀座三大カフェー開業（プランタン、ライオン、パウリスタ）
1920頃～ 水商売系「カフェー」の流行
　 （1923 関東大震災）
1930頃～ 「純喫茶」の増加

1940～1950 第二次世界大戦による輸入停止
1950～ 戦後の喫茶店復興期

1970～ 個人／家族経営の「喫茶店」増加
 （脱サラ組の開業）
1975～ 「自家焙煎店」の台頭
1980頃 喫茶店数がピークに。全国の事業者数は
 15万軒以上（うち個人事業主13万軒）

1980年代後半 喫茶店「冬の時代」（バブル景気による地代高騰）

1990頃～ 「カフェ」の新規開業増加（リストラ組などの開業）
1996 スターバックスコーヒー日本進出
 （1992にも進出したが撤退）
2000頃～ 「スペシャルティコーヒー店」の流行
2015 ブルーボトルコーヒー日本進出。「サードウェーブ
 コーヒー」が流行語大賞候補にノミネート

提供：旦部幸博さん

■ 全国の喫茶店事業所数の推移

喫茶店第二波
（ブーム2）

喫茶店第三波
（ブーム3）

出典：総務省統計局「事業所統計調査報告書」。2009年以降
は「経済センサス」（2009年は基礎調査、2012年は活動調査、
2014年は基礎調査結果、2016年は活動調査結果、2021年
は活動調査［産業横断的集計］結果）。全日本コーヒー協会HP、
旦部幸博さん提供資料をもとに編集部作成
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新しいタイプのカフェ増加。
ペースは鈍化しているが総数は減少

ブルーボトルコーヒー
上陸（2015）

いざなぎ景気 バブル景気

セルフサービス式の
喫茶店登場（1980）

スターバックスコーヒー
上陸（1992、1996）

社会と経済情勢が生んだ日本の喫茶店――戦前から今に至る３つのブーム

【総論（概史）】



飲
ん
だ
あ
と
に
甘
み
が
残
る

深
煎
り
コ
ー
ヒ
ー

　

都
心
だ
が
喧
騒
と
は
無
縁
の
閑
静
な

住
宅
街
。
大だ

い

坊ぼ
う

勝
次
さ
ん
の
ご
自
宅
へ

伺
う
と
、「
コ
ー
ヒ
ー
ル
ー
ム
」
と
呼
ぶ

応
接
間
に
導
か
れ
た
。
ス
ピ
ー
カ
ー
か

ら
流
れ
る
ピ
ア
ノ
ジ
ャ
ズ
が
耳
に
心
地

よ
い
。「
じ
ゃ
あ
用
意
し
ま
す
ね
」。
大

坊
さ
ん
は
立
ち
上
が
っ
た
。

　

コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
る
方
法
は
幾
種
類

か
あ
る
が
、
大
坊
さ
ん
は
ネ
ル
ド
リ
ッ

プ
だ
。
布
製
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
自
ら
豆

を
焙
煎
し
て
挽
い
た
粉
を
入
れ
、
右
手

に
握
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
ポ
ッ
ト
か
ら
ぽ
た

ぽ
た
と
湯
を
落
と
す
。
居
合
道
を
見
て

い
る
か
の
よ
う
な
厳
粛
な
雰
囲
気
は
、

微
動
だ
に
せ
ず
ゆ
っ
く
り
と

コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
る
大
坊
さ

ん
か
ら
に
じ
み
で
る
凄
み
が

醸
す
も
の
だ
。

　

大
坊
さ
ん
は
陶
器
に
コ
ー

ヒ
ー
を
注
ぎ
「
濃
い
け
れ
ど

大
丈
夫
？ 

ま
あ
無
理
し
て

飲
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
い
た

ず
ら
っ
ぽ
く
笑
う
。
口
に
含

む
と
苦
み
が
あ
り
な
が
ら
も

あ
と
味
は
ほ
ん
の
り
甘
い
。

今
ま
で
飲
ん
だ
こ
と
の
な
い

コ
ー
ヒ
ー
だ
っ
た
。

「
濃
く
て
苦
く
て
甘
い
コ
ー
ヒ
ー
を
つ

く
り
た
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
に

は
酸
味
が
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
な
る
ま
で
豆
を

焼
く
。
た
だ
し
焼
き
す
ぎ
る
と
苦
み
が

現
れ
る
の
で
、
ち
ょ
う
ど
い
い
ポ
イ
ン

ト
を
探
し
て
ね
」
と
大
坊
さ
ん
は
言
う
。

　

自
分
だ
け
の
ポ
イ
ン
ト
、
つ
ま
り
酸

味
と
苦
み
の
谷
間
を
探
し
て
毎
日
４
時

間
か
ら
５
時
間
、
小
さ
な
手
廻
し
器
で

焙
煎
し
つ
づ
け
た
。「
ほ
ん
と
う
に
難
し

く
て
ね
。
未
だ
に
谷
間
を
外
す
こ
と
が

あ
る
ん
で
す
よ
」と
微
笑
む
。自
家
焙
煎

の
豆
を
用
い
た
ネ
ル
ド
リ
ッ
プ
の
深
煎

り
コ
ー
ヒ
ー
は
大
坊
さ
ん
の
代
名
詞
だ
。

何
も
な
い
自
分
だ
か
ら

「
率
直
さ
」を
大
切
に
し
た

　

大
坊
さ
ん
は
１
９
７
５
年
、
27
歳
で

自
分
の
店
を
構
え
た
。
以
来
、
閉
店
ま

で
貫
い
た
哲
学
は
「
率
直
な
自
分
で
い

る
こ
と
」
だ
っ
た
。

「
南
青
山
と
い
う
知
的
な
街
へ
の
憧
れ

も
あ
っ
て
店
を
構
え
た
も
の
の
、
当
時

の
私
に
は
何
も
な
か
っ
た
。
お
金
も
な

い
し
コ
ー
ヒ
ー
の
こ
と
も
ま
だ
詳
し
く

な
い
。
武
器
が
一
つ
も
な
い
の
な
ら『
率

直
で
あ
る
べ
き
だ
』
と
思
っ
た
ん
で
す
。

考
え
が
及
ば
な
い
こ
と
は
、
ど
う
あ
が

DAIBO Katsuji
1947年岩手県盛岡市生まれ。1972
年、「だいろ珈琲店」に入店。1975年
に手廻し焙煎器による自家焙煎とネル
ドリップを軸とした「大坊珈琲店」を開業。
2013年12月、ビル取り壊しのため閉店。
映画『A FILM ABOUT COFFEE』で
も紹介された。今は各地で手廻し焙煎・
抽出法のレクチャーを続ける。

大坊勝次さん

旧 大坊珈琲店 店主

ネルドリップでコーヒーを淹れる大坊勝次さん

珈
琲
店
で
大
事
に
し
て
い
た
こ
と

コ
ー
ヒ
ー
愛
好
家
の
間
で
今
も
語
り
継
が
れ
る

喫
茶
店
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
名
は
「
大だ
い

坊ぼ
う

珈

琲
店
」。
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
）
に
東
京
都
港

区
南
青
山
の
表
参
道
交
差
点
そ
ば
に
開
店
し
、

ビ
ル
の
取
り
壊
し
に
よ
り
２
０
１
３
年
（
平
成
25
）

12
月
に
惜
し
ま
れ
つつ
閉
店
し
ま
し
た
。「
伝
説

の
マ
ス
タ
ー
」
と
も
称
さ
れ
る
大
坊
勝
次
さ
ん

に
、
38
年
間
貫
い
た
喫
茶
店
に
お
け
る
哲
学
や

接
客
に
対
す
る
考
え
方
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

ほ
ん
と
う
の
自
分
で
い
ら
れ
る
場
を

【喫茶空間の哲学】
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い
て
も
で
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
」

　

そ
の
頃
、
大
坊
さ
ん
に
は
味
覚
に
対

す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
っ
た
。
周

囲
の
人
が
み
そ
汁
の
味
や
花
の
香
り
に

気
づ
く
の
に
、
自
分
は
あ
ま
り
わ
か
ら

な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
コ
ー
ヒ

ー
の
味
は
自
分
の
舌
で
決
め
て
い
た
。

　

唯
我
独
尊
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

テ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
は
従
業
員
を
交
え
て

行
な
い
、
自
分
は
い
い
味
だ
と
思
っ
て

も
あ
え
て
「
ち
ょ
っ
と
苦
い
な
」
と
言

う
。
そ
う
す
れ
ば
「
そ
ん
な
こ
と
な
い

で
す
よ
」
と
従
業
員
が
正
直
に
話
し
や

す
い
か
ら
だ
。
そ
う
し
て
意
見
は
聞
く

も
の
の
、
決
断
す
る
の
は
あ
く
ま
で
自

分
。店
で
流
す
音
楽
や
置
く
本
、壁
に
か

け
る
絵
な
ど
も
知
っ
た
か
ぶ
り
は
せ
ず
、

率
直
に
い
い
と
思
う
も
の
を
選
ん
だ
。

　

実
直
と
も
言
え
る
そ
の
姿
勢
は
、
接

客
で
も
同
じ
だ
。
大
坊
さ
ん
は
「
コ
ー

ヒ
ー
を
淹
れ
て
い
る
と
き
は
話
さ
な

い
」「
来
店
時
は
『
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

せ
』
だ
け
言
う
」「
話
し
か
け
ら
れ
や

す
い
雰
囲
気
を
見
せ
な
い
」
を
ル
ー
ル

と
し
た
。
従
業
員
は
面
食
ら
っ
た
と
思

う
が
、
客
と
は
対
等
な
立
場
で
い
た
い

と
い
う
考
え
に
よ
る
も
の
だ
。

「
ち
ょ
っ
と
極
端
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
る
以
外
は
何
も
や
ら

な
い
と
決
め
ま
し
た
。
店
に
は
、
例
え

ば
ペ
ン
キ
だ
ら
け
の
職
人
さ
ん
な
ど
い

ろ
い
ろ
な
人
が
来
ま
す
。
皆
さ
ん
を
大

事
に
し
た
い
、
同
じ
よ
う
に

接
し
た
い
。
で
も
何
か
や
ろ

う
と
す
る
と
言
葉
遣
い
や
態

度
が
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い

の
で
『
何
も
や
ら
な
い
』
こ

と
に
決
め
た
ん
で
す
」

　

そ
の
態
度
を
素
っ
気
な
い

と
感
じ
て
、「
ず
い
ぶ
ん
長
く

通
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
君
の

態
度
は
失
礼
だ
」
と
怒
る
人

も
い
た
が
、
初
め
て
来
店
し

た
人
は
常
連
た
ち
と
盛
り
上
が
る
様
を

見
て
疎
外
感
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。

「
何
も
や
ら
な
い
」
姿
勢
を
貫
い
た
こ

と
で
、
特
別
扱
い
さ
れ
な
い
こ
と
が
心

地
よ
い
と
感
じ
る
人
が
店
に
集
っ
た
。

言
葉
を
交
わ
さ
ず
と
も

人
と
人
は
通
じ
合
え
る

　

と
は
い
え
、
大
坊
さ
ん
が
会
話
し
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
何
か
聞
か
れ
た
ら

誠
実
に
答
え
る
し
、一
人
で
初
め
て
来

た
若
い
人
に
「
ど
う
で
し
た
？ 

苦
か

っ
た
で
す
か
？
」
と
話
し
か
け
る
こ
と

も
あ
っ
た
。た
だ
し
、話
す
だ
け
が
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
と
も
言
う
。

「
お
客
さ
ん
は
私
た
ち
が
ゆ

っ
く
り
と
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ

る
様
を
見
な
が
ら
『
自
分
も

ゆ
っ
く
り
考
え
れ
ば
い
い
か

な
』と
思
う
よ
う
で
す
。そ

れ
に『
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
』
と
言
う

と
き
に
眼
差
し
一
つ
で『
ま
た
来
ら
れ

た
ん
で
す
ね
』
と
伝
え
る
こ
と
も
で
き

ま
す
か
ら
ね
」

　

淹
れ
る
人
と
待
つ
人
。
同
じ
空
間
に

い
て
何
か
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
す
で

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
生
ま
れ
て

い
る
。
大
坊
さ
ん
が
そ
う
考
え
る
の
は
、

太
田
省
吾
率
い
る
転
形
劇
場
の
無
言
劇
、

大
野
一
雄
や
山
海
塾
の
舞
踏
を
観
に
足

繁
く
通
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

「
演
劇
は
好
き
で
し
た
が
、
ス
ト
ー
リ

ー
を
説
明
す
る
セ
リ
フ
が
多
す
ぎ
て
辟へ

き

易え
き

し
て
し
ま
い
、
説
明
が
な
く
て
よ
く

わ
か
ら
な
い
無
言
劇
や
舞
踏
に
惹
か
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
あ
る
舞
踏
の

終
幕
で
ダ
ン
サ
ー
に
『
私
は
自
分
の
考

え
て
い
る
こ
と
を
踊
り
ま
し
た
。
あ
な

た
は
今
、
何
を
考
え
て
る
？
』
と
問
わ

れ
た
気
が
し
て
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。
言

葉
が
な
く
て
も
通
じ
合
え
る
ん
で
す
」

　

大
坊
さ
ん
は
、
店
に
来
た
人
た
ち
に

ど
う
過
ご
し
て
ほ
し
か
っ
た
の
か
。

「
鎧
を
脱
い
で
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

人
は
肩
書
き
や
立
場
に
合
わ
せ
て
演
じ

て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
素
の
自
分
で

い
ら
れ
る
場
所
が
喫
茶
店
で
す
。
従
業

員
や
他
の
お
客
さ
ん
の
気
配
を
感
じ
な

が
ら
『
自
分
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
』

と
一
人
思
索
す
る
。
そ
ん
な
ひ
と
時
を

過
ご
し
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
す
」

　

閉
店
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た

と
き
、
親
し
い
人
か
ら
「
こ

の
店
は
お
前
が
思
っ
て
い
る

姿
と
は
違
う
ん
だ
ぞ
」
と
言

わ
れ
た
が
、
真
意
は
す
ぐ
に

く
み
取
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
閉
店
を
告
知
し
て
か
ら
の

５
カ
月
半
、
そ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
話
し
た
こ
と
が
な
い
人

た
ち
か
ら
「
こ
の
店
で
過
ご

す
時
間
は
と
て
も
貴
重
で
し

た
」
と
言
わ
れ
、
思
い
描
い

た
空
間
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

　

大
坊
さ
ん
は
著
書
『
大
坊
珈
琲
店
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
』
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
珈
琲
店
の
役
割
は
、
一
杯
の
コ
ー
ヒ

ー
で
「
ほ
っ
」
と
し
て
も
ら
う
と
い
う

こ
と
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。」

　

だ
か
ら
こ
そ
コ
ー
ヒ
ー
は
お
い
し
く

な
け
れ
ば
い
け
な
い
―
―
そ
う
考
え
て

一
杯
ず
つ
懸
命
に
淹
れ
つ
づ
け
た
大
坊

さ
ん
の
も
と
で
修
業
し
て
独
立
し
た
人

は
多
い
が
、
弟
子
と
は
考
え
な
い
。

「
コ
ー
ヒ
ー
の
味
は
『
次
は
こ
う
し
て

み
よ
う
』
と
繰
り
返
す
も
の
。
ど
う
や

っ
た
っ
て
そ
の
人
の
味
に
な
る
の
で
、

自
分
が
好
き
な
よ
う
に
、
信
じ
る
よ
う

に
や
れ
ば
よ
い
の
で
す
」

　

目
の
前
の
一
杯
は
、
そ
の
人
の
生
き

ざ
ま
が
凝
縮
し
た
も
の
。

そ
う
考
え
る
と
、
さ
ら
に

味
わ
い
深
く
な
る
。

（
２
０
２
４
年
11
月
８
日
取
材
）

1 大坊珈琲店で飾っていた絵画（平野 
遼『朝の道』）。かつて店内に絵画はな
かったが、常連の勧めで掛けてから欠か
せない存在に 2 大坊さんがご自身の
冊子に記した、焙煎における酸味と苦み
と甘さのバランス図 3 大坊さんが特別
に淹れてくれたコーヒー。猪口としてつく
られた陶器をデミタスカップに 4 いま再
び注目されているアナログレコード 123

4

【喫茶空間の哲学】

11 珈琲店で大事にしていたこと―ほんとうの自分でいられる場を



街
に
愛
さ
れ
て
い
る

店
を
な
く
し
た
く
な
い

　

名
古
屋
城
に
近
い
中
区
丸
の
内
２
丁

目
の
オ
フ
ィ
ス
街
。
江
戸
時
代
か
ら
続

く
老
舗
料
亭
「
河か

わ

文ぶ
ん

」
の
斜は

す

向む

か
い
に

「
珈
琲
専
門
店 

蘭
」（
以
下
、
蘭
）
が
あ
る
。

  

メ
ゾ
ネ
ッ
ト
タ
イ
プ
の
店
内
は
、
天

井
ま
で
の
窓
か
ら
の
自
然
光
と
や
さ
し

い
灯
り
で
、
や
わ
ら
か
な
明
る
さ
に
包

ま
れ
て
い
る
。
Ｌ
字
型
の
二
階
席
か
ら

は
高
窓
を
通
し
て
舗
道
の
景
色
を
望
め

る
。
せ
わ
し
い
日
々
に
ひ
と
と
き
の
安

ら
ぎ
を
く
れ
る
隠
れ
家
の
よ
う
だ
。

　

午
前
10
時
の
開
店
か
ら
客
足
が
途
絶

え
な
い
。
男
性
２
人
に
「
仕
事
の
打
ち

合
わ
せ
で
す
か
？
」
と
聞
く
と
「
い
え
、

毎
朝
の
習
慣
。
こ
こ
に
来
な
い
と
始
ま

ら
な
い
の
で
」
と
笑
っ
た
。

　

１
９
７
２
年
（
昭
和
47
）
頃
の
開
業
。

近
隣
の
会
社
の
常
連
客
に
長
く
愛
さ
れ

て
い
た
が
、
２
０
１
８
年
（
平
成
30
）、

マ
ス
タ
ー
が
72
歳
で
急
逝
し
た
。
後
を

継
ぐ
人
は
い
な
か
っ
た
。

　

閉
店
の
危
機
を
救
っ
た
の
は
、
す
ぐ

隣
で
花
屋
を
営
む
姉
妹
だ
。

「
マ
ス
タ
ー
と
は
花
屋
を

こ
こ
に
移
転
し
て
か
ら
４
〜

５
年
の
お
つ
き
あ
い
で
、
よ
く
モ

ー
ニ
ン
グ
の
出
前
を
頼
ん
で
い
ま
し
た
。

寡
黙
な
方
で
し
た
が
、
看
板
犬
の
コ
コ

（
ト
イ
プ
ー
ド
ル
）
を
満
面
の
笑
み
で
孫
の

よ
う
に
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
て
…
…
」

と
妹
の
浅
野
美
和
子
さ
ん
は
偲
ぶ
。

　

老
舗
料
亭
も
あ
る
レ
ト
ロ
な
街
並
み

に
調
和
し
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
雰
囲
気
の

喫
茶
店
が
な
く
な
る
の
は
惜
し
い
。
見

ず
知
ら
ず
の
人
に
借
り
ら
れ
て
別
の
店

に
な
る
の
は
嫌
だ
ね
、
と
姉
妹
で
話
し

て
い
た
。
美
和
子
さ
ん
は
姉
の
永
井
博

子
さ
ん
に
「
や
り
な
よ
」
と
勧
め
た
。

実
は
、
す
で
に
賃
貸
ビ
ル
の
大
家
に
は

自
分
た
ち
が
借
り
る
と
言
っ
て
あ
っ
た
。

　

博
子
さ
ん
は
初
め
断
っ
た
。
美
和
子

さ
ん
の
説
得
工
作
が
始
ま
る
。「
あ
ん
た

し
か
お
ら
へ
ん
」。
博
子
さ
ん
は
飲
食

業
に
勤
め
た
経
験
が
あ
っ
た
の
だ
。

「『
こ
の
日
ま
で
に
返
事
し
て
！
』
と

期
限
を
切
ら
れ
て
。『
姉
さ
ん
が
断
っ
て

も
誰
か
探
す
よ
』
な
ん
て
言
わ
れ
た
の

で
、
他
人
に
任
せ
る
く
ら
い
な
ら
…
…

と
決
断
し
ま
し
た
。
賭
け
で
す
よ
、
賭

け
」
と
博
子
さ
ん
は
笑
う
。

2

1

3

4

マ
ス
タ
ー
の
味
を
常
連
と
模
索

【承継】

「
珈
琲
専
門
店 

蘭
」
は
、
急
逝
し
た
マ
ス

タ
ー
か
ら
店
の
常
連
だ
っ
た
姉
妹
が
受
け

継
い
だ
喫
茶
店
で
す
。
マ
ス
タ
ー
の
味
を

大
事
に
し
な
が
ら
再
オ
ー
プ
ン
し
て
７
年

目
。
姉
の
永
井
博
子
さ
ん
、
妹
の
浅
野

美
和
子
さ
ん
に
、
受
け
継
ぐ
こ
と
を
決

意
し
た
経
緯
や
苦
労
し
た
こ
と
な
ど
を
お

聞
き
し
た
く
て
名
古
屋
へ
向
か
い
ま
し
た
。
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承
継
し
た
の
は

〉姉
妹

「
常
連
さ
ん
」の
協
力
で

マ
ス
タ
ー
の
味
を
探
究

　
「
蘭
」
を
リ
オ
ー
プ
ン
す
る
か
ら
に

は
、
マ
ス
タ
ー
の
コ
ー
ヒ
ー
の
味
を
受

け
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

ブ
レ
ン
ド
の
レ
シ
ピ
は
残
っ
て
い
な
い
。

「
蘭
」
に
豆
を
納
入
し
て
い
た
取
引
先

の
担
当
者
も
知
ら
な
か
っ
た
が
、
仕
入

伝
票
を
見
て
、
よ
く
使
っ
て
い
た
豆
か

ら
配
合
を
推
し
量
っ
て
く
れ
た
。
ブ
ラ

ジ
ル
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
モ
カ
の
３
種
類

ら
し
い
と
判
明
し
た
が
、
肝
心
の
配
合

比
率
が
わ
か
ら
な
い
。
博
子
さ
ん
が
取

引
先
で
サ
イ
フ
ォ
ン
式
コ
ー
ヒ
ー
の
淹

れ
方
を
習
い
つ
つ
、
姉
妹
で
あ
れ
こ
れ

配
合
比
率
を
変
え
試
飲
し
て
み
た
。
二

人
と
も
「
蘭
」
の
ブ
レ
ン
ド
の
味
は
よ

く
知
っ
て
い
る
。

「
い
ち
ば
ん
近
い
か
な
、
と
感
じ
る
も

の
を
何
人
か
の
常
連
さ
ん
に
試
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。
意
見
を
伺
っ
て
微
調
整

し
て
い
く
う
ち
に
『
あ
っ
、
こ
れ
こ

れ
！
』
と
い
う
味
に
行
き
当
た
っ
た
ん

で
す
」
と
美
和
子
さ
ん
は
言
う
。

　

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
苦
み
よ
り
も
酸

味
が
勝
り
、
か
な
り
濃
い
め
の
「
蘭
」

の
コ
ー
ヒ
ー
が
よ
み
が
え
っ
た
。

　

店
の
佇
ま
い
も
そ
の
ま
ま
に
し
た
い
。

マ
ス
タ
ー
が
愛
用
し
て
い
た
も
の
を
で

き
る
限
り
活
か
し
た
い
。
そ
れ
が
姉
妹

の
望
み
だ
っ
た
。
遺
族
も
「
ど
う
ぞ
こ

の
ま
ま
お
使
い
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て

く
れ
た
。
変
え
た
の
は
、
ト
イ
レ
を
和

式
か
ら
洋
式
に
し
た
の
と
、
た
ば
こ
の

煙
で
黄
ば
ん
で
い
た
高
窓
の
白
い
カ
ー

テ
ン
を
取
り
去
っ
た
く
ら
い
。
開
口
部

が
広
が
り
、
明
る
く
な
っ
た
。

　

フ
ー
ド
メ
ニ
ュ
ー
は
、
名
古
屋
ら
し

く
ホ
イ
ッ
プ
と
小
倉
あ
ん
付
き
の
ホ
ッ

ト
ケ
ー
キ
や
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
、
サ
ン
ド

イ
ッ
チ
類
を
追
加
し
、
チ
ー
ズ
ト
ー
ス

ト
・
ザ
ワ
ー
ク
ラ
ウ
ト
・
ゆ
で
卵
の
セ

ッ
ト
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
は
踏
襲
し
た
。

　

マ
ス
タ
ー
が
亡
く
な
っ
て
約
２
カ
月

後
の
２
０
１
８
年
４
月
４
日
に
リ
オ
ー

プ
ン
。
開
店
準
備
に
追
わ
れ
た
博
子
さ

ん
は
関
西
の
大
学
に
進
学
し
た
息
子
さ

ん
の
入
学
式
に
出
席
で
き
な
か
っ
た
。

リ
オ
ー
プ
ン
し
て

新
し
い
客
層
が
増
え
る

　

新
生
「
蘭
」
に
常
連
た
ち
は
戻
っ
て

き
た
。
そ
し
て
、
若
年
層
や
女
性
客
も

増
え
た
。

　

リ
オ
ー
プ
ン
の
当
初
は
、
昼
ど
き
だ

け
隣
の
花
屋
か
ら
美
和
子
さ
ん
が
応
援

に
か
け
つ
け
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は

店
長
の
博
子
さ
ん
が
一
人
で
回
し
て
い

た
。〈
お
隣
さ
ん
〉の
姉
妹
が
事
業
承
継

す
る
、
と
い
う
珍
し
い
経
緯
が
注
目
さ

れ
、
レ
ト
ロ
喫
茶
ブ
ー
ム
も
あ
っ
て
メ

デ
ィ
ア
取
材
が
重
な
り
、
リ
オ
ー
プ
ン

か
ら
半
年
を
過
ぎ
る
と
次
第
に
新
規
の

来
店
客
が
増
え
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
通

じ
て
人
気
が
広
が
り
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

も
含
め
客
層
が
拡
大
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
も
乗
り
越
え
、
今
や
ア
ル

バ
イ
ト
を
雇
用
し
て
経
営
は
順
調
に
推

移
し
て
い
る
。
天
国
の
先
代
マ
ス
タ
ー

も
さ
ぞ
か
し
喜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。

　

喫
茶
店
を
始
め
て
う
れ
し
い
の
は

「
い
ろ
ん
な
人
と
出
会
え
て
話
が
で
き

る
こ
と
」
と
博
子
さ
ん
は
言
う
。「
昨
日

も
、
お
客
さ
ん
が
こ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
く
れ
た
ん
で
す
よ
」
と
小
さ
な
紙
片

を
見
せ
て
く
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
か
わ

い
ら
し
い
イ
ラ
ス
ト
を
添
え
て
「
今
日

も
お
い
し
か
っ
た
で
す
」
と
書
か
れ
て

い
た
。

　

美
和
子
さ
ん
も
「
つ
な
が
っ
た
人
が

ま
た
誰
か
を
つ
な
げ
て
く
れ
た
り
、
お

客
さ
ん
同
士
で
仲
よ
く
な
っ
た
り
、
喫

茶
店
っ
て
素
敵
な
場
所
」
と
言
う
。

　

姉
妹
は
三
重
県
鳥
羽
市
の
漁
師
町
の

出
身
。
き
っ
ぷ
の
い
い
朗
ら
か
さ
に
包

ま
れ
た
新
生
「
蘭
」
は
多
く
の
人
た
ち

に
憩
い
の
場
を
提
供
し

て
い
る
。

（
２
０
２
４
年
12
月
５
日
取
材
）

❶コーヒーは先代と同じくサイフォン式 
❷「珈琲専門店 蘭」を開業した先代。
常連がくれたこの写真を姉妹はスマー
トフォンに保管している ❸毎朝必ず
「蘭」に来るという男性二人組 ❹来
店客が残していったメッセージカード 
❺姉の永井博子さん（右）、妹の浅野
美和子さん（左）

珈琲専門店 蘭
名古屋市中区丸の内
2-13-8 村上ビル1階
Tel．052-201-8420
営業時間：10：00～17：30

（土日祝休／全席喫煙可）
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老
舗
喫
茶
店
を
承
継
し
た
の
は

〈
お
隣
さ
ん
〉姉
妹

【承継】
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京
都
の
喫
茶
文
化
に

育
て
ら
れ
て

　

六
曜
社
を
創
業
し
た
の
は
、
奥
野
薫

平
さ
ん
の
祖
父
・
實
さ
ん
と
祖
母
の
八

重
子
さ
ん
。
２
人
の
出
会
い
は
敗
戦
翌

年
の
旧
満
州
だ
と
い
う
。
實
さ
ん
は
奉

天
で
喫
茶
店
を
営
ん
で
お
り
、
日
本
に

引
き
揚
げ
た
後
、
実
家
が
あ
っ
た
京
都

で
再
び
開
い
た
の
が
六
曜
社
だ
っ
た
。

　

實
さ
ん
は
戦
後
の
京
都
で
六
曜
社
を

人
気
店
に
育
て
る
と
と
も
に
、
３
人
の

息
子
た
ち
も
育
て
た
。
大
人
に
な
っ
た

彼
ら
は
店
の
経
営
に
か
か
わ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
、
三
男

の
修
さ
ん
が
薫
平
さ
ん
の
父
親
だ
。
薫

平
さ
ん
が
幼
い
頃
を
振
り
返
る
。

「
父
は
よ
く
喫
茶
店
を
巡
っ
て
い
て
、

自
分
も
連
れ

て
行
っ
て
も

ら
っ
て
い
ま

し
た
。
ほ
と

ん
ど
が
六
曜

社
と
同
じ
個
人
経
営
の
喫
茶
店
。
父
は

何
か
を
観
察
す
る
よ
う
な
そ
ぶ
り
は
見

せ
ず
、
そ
こ
で
の
時
間
を
ゆ
っ
た
り
と

味
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
」

　

喫
茶
店
に
ま
つ
わ
る
原
体
験
は
も
う

一
つ
あ
る
。
同
じ
京
都
の
老
舗
〈
イ
ノ

ダ
コ
ー
ヒ
〉
で
の
出
来
事
だ
。

「
名
物
の
ス
パ
ゲ
テ
ィ
を
頼
ん
だ
と
き
、

体
に
合
わ
な
か
っ
た
の
か
戻
し
て
し
ま

っ
た
。
で
も
、
年
配
の
男
性
ス
タ
ッ
フ

が
、
嫌
な
顔
一
つ
せ
ず
、
ひ
ざ
ま
ず
く

よ
う
に
し
て
片
づ
け
て
く
れ
た
。
喫
茶

店
っ
て
優
し
い
人
が
い
る
場
所
な
ん
だ

と
心
に
刻
ま
れ
ま
し
た
」

　

薫
平
さ
ん
は
高
校
卒
業
後
、
や
は
り

京
都
の
名
店
の
〈
前
田
珈
琲
〉
で
ア
ル

バ
イ
ト
を
始
め
た
。
当
時
は
将
来
を
見

据
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、

六
曜
社
を
知
る
同
店
二
代
目
の
代
表
が
、

「
い
ず
れ
は
家
業
を
継
ぐ
の
だ
ろ
う
」

と
配
慮
し
、
自
身
の
父
親
で
あ
る
創
業

者
の
そ
ば
で
仕
事
を
学
ぶ
機
会
を
与
え

て
く
れ
た
。
ほ
ど
な
く
し
て
正
社
員
と

し
て
登
用
さ
れ
、
喫
茶
店
の
仕
事
の
イ

ロ
ハ
を
学
ん
で
い
く
こ
と
に
。
京
都
の

喫
茶
文
化
に
抱
か
れ
て
育
っ
た
こ
と
が
、

薫
平
さ
ん
の
今
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

過
去
を
尊
重
し
な
が
ら

必
要
な
と
こ
ろ
は
改
革

　

26
歳
の
と
き
、
薫
平
さ
ん
は
自
分
の

店
を
開
い
た
。

「
前
田
珈
琲
で
創
業
者
か
ら
二
代
目
に

バ
ト
ン
が
渡
る
の
を
間
近
で
見
て
、
自

分
も
六
曜
社
を
引
き
継
ぎ
た
い
と
思
い

始
め
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
父
に
相
談

し
た
の
で
す
が
、
断
ら
れ
た
ん
で
す
。

当
時
の
六
曜
社
の
経
営
状
況
が
よ
く
な

い
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
あ
と
を
継
が

せ
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ
た
よ
う
で
」

　

実
家
を
手
伝
え
な
い
の
な
ら
と
、
自

1

コ
ー
ヒ
ー
は
主
役
に
あ
ら
ず

京
都
市
内
の
河
原
町
に
あ
る
六ろ
く

曜よ
う

社し
ゃ

珈
琲
店
（
以
下
、
六
曜
社
）
の
開
店
は
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）。
半
世
紀

を
超
え
る
歴
史
を
も
つ
名
店
は
、
大
衆
的
で
あ
り
な
が
ら
、
丁
寧
な
お
も
て
な
し
、
お
い
し
い
コ
ー
ヒ

ー
、
客
船
の
キ
ャ
ビ
ン
の
よ
う
な
重
厚
な
内
装
が
相
ま
っ
て
醸
し
出
す
雰
囲
気
で
、
多
く
の
人
々
を
魅

了
し
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
現
在
、
店
主
を
務
め
る
の
は
創
業
者
の
孫
の
奥
野
薫く
ん

平ぺ
い

さ
ん
。
41
歳
の
三
代

目
が
見
出
す
、
古
き
よ
き
喫
茶
店
が
も
つ
価
値
や
そ
れ
を
守
る
こ
と
の
意
義
に
つい
て
聞
き
ま
し
た
。

〈
時
間
を
彩
る
〉価
値
を
信
じ
て

【継承】
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ら
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
目
指
し
た

の
が
独
立
だ
。
薫
平
さ
ん
は
同
じ
京
都

に
開
い
た
店
の
経
営
に
奔
走
す
る
。
だ

が
、
六
曜
社
の
そ
ば
を
通
り
か
か
る
た

び
、
客
足
が
い
ま
ひ
と
つ
な
の
は
わ
か

っ
た
。
そ
れ
が
常
に
気
が
か
り
だ
っ
た
。

　

４
年
後
、
修
さ
ん
が
体
調
を
崩
し
営

業
が
一
部
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
き

っ
か
け
に
、
祖
母
を
通
し
も
う
一
度
六

曜
社
へ
の
参
画
を
申
し
出
る
と
、
今
度

は
認
め
ら
れ
た
。
２
０
１
３
年（
平
成
25
）

の
こ
と
で
あ
る
。
以
降
12
年
間
に
わ
た

り
、
店
の
先
頭
に
立
つ
。

　

薫
平
さ
ん
は
、
六
曜
社
を
現
代
の
流

行
に
合
わ
せ
た
り
、
店
舗
の
数
を
増
や

し
た
り
す
る
こ
と
に
関
心
は
な
か
っ
た

が
、
末
永
く
営
業
を
継
続
し
て
い
く
た

め
の
変
化
に
は
意
欲
的
だ
。
賃
貸
物
件

だ
っ
た
建
物
の
購
入
に
踏
み
き
っ
た
り
、

画
一
的
だ
っ
た
サ
ー
ビ
ス
に
柔
軟
性
を

も
た
せ
た
り
と
い
っ
た
変
革
を
進
め
た
。

　

コ
ー
ヒ
ー
に
は
ト
レ
ン
ド
が
あ
る
。

焙
煎
も
手
が
け
る
薫
平
さ
ん
は
、
今
求

め
ら
れ
て
い
る
コ
ー
ヒ
ー
が
ど
ん
な
も

の
か
は
当
然
把
握
し
て
い
る
。
技
術
的

に
も
そ
こ
に
近
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
自

負
は
あ
る
。

「
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
う
と
、
六
曜
社

で
出
し
て
い
る
コ
ー
ヒ
ー
は
〈
お
い
し

く
し
過
ぎ
な
い
よ
う
に
〉
し
て
い
る
ん

で
す
。
少
し
雑
味
が
あ
っ
て
、
ク
セ
も

あ
る
、
昔
な
が
ら
の
喫
茶
店
ら
し
い
六

曜
社
の
コ
ー
ヒ
ー
に
慣
れ
親
し
ん
で
く

れ
て
い
る
人
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
崩
し

た
く
な
い
」

　

過
去
を
尊
重
し
な
が
ら
、
必
要
な
と

こ
ろ
を
丹
念
に
改
め
て
い
く
。
そ
の
こ

だ
わ
り
は
、
長
い
年
月
の
な
か
で
生
ま

れ
た
バ
ラ
ン
ス
に
こ
そ
六
曜
社
の
魅
力

は
宿
っ
て
い
て
、
何
か
を
安
易
に
変
え

る
と
そ
れ
が
損
な
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
危
惧
か
ら
き
て
い
る
よ
う
に

も
映
る
。
あ
た
か
も
絵
画
の
修
復
士
や

寺
社
を
補
修
す
る
宮
大
工
の
よ
う
な
仕

事
を
、
薫
平
さ
ん
は
続
け
て
い
る
。

「
こっ
ち
の
方
が
い
い
」と

来
て
く
れ
る
人
が
い
る
限
り

　

祖
父
母
の
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
て

き
た
教
え
に
「
お
客
さ
ん
の
テ
ー
ブ
ル

の
時
間
を
守
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

テ
ー
ブ
ル
を
快
適
に
保
ち
、
席
で
の
時

間
を
い
か
に
心
地
よ
い
も
の
に
で
き
る

か
に
六
曜
社
は
こ
だ
わ
っ
て
き
た
。
コ

ー
ヒ
ー
が
主
役
で
は
な
い
。
そ
こ
で
過

ご
す
時
間
を
ど
う
彩
る
か
の
方
が
大
事

だ
と
す
ら
言
わ
れ
て
き
た
。

「
そ
れ
を
空
気
の
よ
う
な
存
在
と
し
て

や
る
。
気
づ
い
た
ら
お
冷
や
が
足
さ
れ
、

喫
煙
の
で
き
る
時
間
な
ら
灰
皿
が
き
れ

い
に
な
っ
て
い
る
の
が
理
想
で
す
」

　

セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
が
主
流
の
カ
フ
ェ

な
ど
で
は
消
え
て
し
ま
っ
た
配
慮
だ
。

「
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
省
か
れ
て
い
っ

て
い
ま
す
よ
ね
。
人
と
人
の
か
か
わ
り

が
減
り
、
そ
の
と
き
に
生
ま
れ
て
い
た

感
情
の
動
き
も
失
わ
れ
て
い
る
。
で
も
、

う
ち
の
よ
う
な
喫
茶
店
が
伝
え
た
い
本

質
は
、
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
も
思
う
」

　

席
数
の
限
ら
れ
た
六
曜
社
で
は
、
一

部
で
相
席
で
の
案
内
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
知
り
合
い
で
は
な
い
人
と
同
じ
テ

ー
ブ
ル
を
使
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
も
う

と
す
れ
ば
、
当
然
互
い
の
配
慮
が
必
要

に
な
る
。
そ
れ
は
ス
ト
レ
ス
や
不
便
で

し
か
な
く
、
省
か
れ
る
べ
き
も
の
な
の

か
。
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
や
価
値
は

な
い
の
か
。

「
こ
っ
ち
の
方
が
い
い
ね
と
言
っ
て
来

て
く
れ
る
人
が
い
る
限
り
は
、
意
味
は

あ
る
は
ず
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
続
け
て

い
こ
う
と
思
え
る
ん
で
す
よ
ね
」

　

手
応
え
は
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と

で
、
直
接
人
と
会
う
こ
と
が
難
し
く
な

っ
た
学
生
が
六
曜
社
に
集
ま
り
だ
し
、

常
連
が
増
え
た
の
だ
と
い
う
。

「
連
絡
は
ス
マ
ホ
を
使
え
ば
い
く
ら
で

も
と
れ
ま
す
。
で
も
、
顔
を
合
わ
せ
て

話
す
の
も
い
い
な
っ
て
、
伝
わ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
」

　

伝
え
た
い
本
質
が
あ
っ
て
、
選
ん
で

く
れ
る
人
が
い
る
。
だ
か
ら
続
け
る
。

原
動
力
は
、
シ
ン
プ
ル

な
思
い
に
あ
る
。

（
２
０
２
４
年
11
月
１
日
取
材
）

1コーヒーに写り込んだ六曜社店内のレトロな照明 2 六
曜社で古くから提供しつづけている「ドーナツ」。昔ながらのコ
ーヒーの味によく合う 3 六曜社の１階フロア。従業員たちは
静かに、適切なタイミングで動いていた 4 一階店に置かれ
ているマッチと灰皿 5 昭和を感じさせる年代物のレジスター。
もちろん現役だ 6 手ごろな価格で入手できる、六曜社オリジ
ナルブレンドの豆 7 飲み干しても目で楽しめるコーヒーカップ 
8 六曜社の地下フロア。かつてこの地下だけの営業だった

六曜社珈琲店
京都市中京区河原町
三条下ル大黒町40
Tel．075-221-2989
一階店（喫煙）
8：30～22：30

（8：30～12：00は禁煙）

地下店（禁煙）
12：00～23：00
いずれも水曜休

三代目としての想いを語る奥野薫平さん

8

7 6

5 4

3 2

【継承】

15 コーヒーは主役にあらず―〈時間を彩る〉価値を信じて



あ
の
日
は
た
し
か
冷
た
い
雨
が
降
っ
て
い
ま
し

た
。ち
ょ
う
ど
２
年
前
、時
間
調
整
の
た
め

に
入
っ
た
知
ら
な
い
街
の
見
知
ら
ぬ
喫
茶
店
。出

入
口
の
そ
ば
に
座
っ
て
い
る
と
、杖
を
つ
い
た
お
じ

い
さ
ん
が
店
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。足
も
と
が
覚
束

な
い
の
で
心
配
し
て
い
る
と
、「
大
丈
夫
？ 

こ
っ
ち

こ
っ
ち
！
」と
女
性
店
員
が
サ
ッ
と
駆
け
寄
り
、腕

を
と
っ
て
導
き
な
が
ら「
今
日
は
リ
ハ
ビ
リ
や
っ
た

ん
？
」と
声
を
か
け
て
い
ま
し
た
。大
阪
の
喫
茶
店

を
巡
る
こ
と
に
な
り
、真
っ
先
に
思
い
浮
か
ん
だ
の

が
、そ
の
喫
茶
店「C

A
FE

 D
E

 

サ
ロ
ッ
ト
」（
以
下
、

サ
ロ
ッ
ト
）で
し
た
。

「そ
ん
な
こ
と
あ
り
ま
し
た
か

な
？
」
と
マ
ス
タ
ー
の
安
田

和
志
さ
ん
は
言
い
、
妻
の
正
美
さ
ん

も
「
誰
や
ろ
？ 

記
憶
に
な
い
わ
」
と

照
れ
笑
い
を
浮
か
べ
た
。
２
年
前
に

見
た
光
景
を
伝
え
た
が
、
二
人
と
も

覚
え
て
い
な
か
っ
た
。
で
も
、
そ
れ

は
こ
と
さ
ら
特
別
な
こ
と
で
は
な
い

か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

　

和
志
さ
ん
の
両
親
が
サ
ロ
ッ
ト
を

開
い
た
の
は
１
９
８
２
年
（
昭
和
57
）
。

そ
の
２
年
後
、
父
親
が
地
方
の
病
院

へ
入
院
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
だ
大

学
生
だ
っ
た
和
志
さ
ん
が
手
伝
う
よ

う
に
な
る
。
以
来
43
年
間
、
喫
茶
店

一
筋
の
毎
日
だ
。

　

和
志
さ
ん
が
生
ま
れ
育
っ
た
九く
じ
ょ
う条

は
も
と
も
と
九
条
島
と
い
う
中
州
で
、

旧
淀
川
の
分
流
・
木き

づ津
川が
わ

と
、
河
村

瑞
賢
が
大
坂
の
治
水
の
た
め
に
中
州

を
掘
削
し
た

人
工
河
川
・
安あ

じ治

川が
わ

に
挟
ま
れ
た
「
三
角
お
に
ぎ
り
」

の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。
こ
の
一

帯
は
大
坂
の
水
運
の
要
衝
で
、
明
治

初
期
に
川
口
波
止
場
・
居
留
地
、
遊

郭
が
置
か
れ
、
日
清
・
日
露
戦
争
の

影
響
か
ら
造
船
所
や
工
場
が
増
え
、

戦
前
は
「
西
の
心
斎
橋
」
と
称
さ
れ

る
ほ
ど
賑
わ
っ
た
。

「
九
条
は
『
商
工
遊
』
の
街
な
ん
で

す
。
造
船
関
係
は
特
に
多
い
。
こ
れ

ね
、
鉄
工
所
を
や
っ
て
い
る
僕
の
同

級
生
が
つ
く
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
」

と
和
志
さ
ん
が
「
Ｂ
」
の
金
型
を
見

せ
て
く
れ
た
。
サ
ロ
ッ
ト
か
ら
京
セ

ラ
ド
ー
ム
大
阪
は
徒
歩
10
分
。
そ
こ

を
本
拠
地
と
す
る
プ
ロ
野
球
チ
ー
ム

の
フ
ァ
ン
も
訪
れ
る
。

「
マ
ス
コ
ミ
取
材
が
多
い
の
で
画
に
な

る
も
の
が
欲
し

い
で
し
ょ
？ 

で
友
人

に
『
こ
ん
な
ん
つ
く
れ
る

か
ー
？
』
と
相
談
し
た
ら
『
簡
単

に
で
き
る
よ
ー
』
っ
て
」
と
和
志
さ
ん

は
笑
う
。
こ
れ
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
バ

フ
ァ
ラ
テ
」
を
淹
れ
る
。

　

来
店
客
の
う
ち
、
常
連
は
４
割
ほ

CAFE DE サロットから徒
歩10分ほどのところにある
京セラドーム大阪

「

大
阪
」を
覗
く

喫
茶
店
王
国

老
舗
に
見
る「
居
心
地
」と「
安
ら
ぎ
」

三
角
州
の
街
に
あ
る

ほ
ど
よ
く
騒
が
し
い
喫
茶
店

Shop Data

も
っ
と
も
喫
茶
店
が
多
い
都
道
府
県
は
ど
こ
か
ご

存
じ
で
す
か
？ 

そ
れ
は
大
阪
府
で
す
。大
阪
府
は

６
７
５
８
事
業
所
で
、第
二
位
の
愛
知
県（
６
１
７
１
事
業

所
）、第
三
位
の
東
京
都（
６
１
２
１
事
業
所
）を
引
き
離
し
、

堂
々
の
第
一
位（
表
）。大
阪
出
身
者
は
ゼ
ロ
で
土
地

勘
も
な
い『
水
の
文
化
』編
集
部
で
す
が
、ち
ょ
っ
と

気
に
な
る
喫
茶
店
も
あ
る
の
で
、平
日
の
大
阪
の

街
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

CAFE DE サロット
大阪市西区九条1-13-11
Tel.090-8989-5946
営業時間： 
平日9:00～21:00
土日祝9:00～17:00
(月曜休／全席喫煙可）

■都道府県別「喫茶店数」
　トップ10

 1 大阪府 6,758
 2 愛知県 6,171
 3 東京都 6,121
 4 兵庫県 4,038
 5 岐阜県 2,393
 6 神奈川県 2,287
 7 北海道 2,188
 8 京都府 1,940
 9 福岡県 1,668
 10 埼玉県 1,644
出典：総務省「令和 3年経済
センサス─活動調査 事業所に
関する集計 産業横断的集計」

大阪府兵庫県

淀川

新大阪駅

梅田
大阪城

通天閣

Café de サロット

喫茶 HOMER九条
船場

なんば

カウンター越しに常連と話す
マスターの安田和志さん

常連がつくってくれ
た英語版メニューと
二次元コード

Bの文字が浮かぶ
オリジナルのカフェ
ラテ「バファラテ」

CAFE DE サロット
の店内

九条
「CAFE DE サロット」

【常連との関係性】

17 16水の文化 78号　特集　街なかの喫茶店喫茶店王国「大阪」を覗く―老舗に見る「居心地」と「安らぎ」
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位
の
愛
知
県（
６
１
７
１
事
業

所
）、第
三
位
の
東
京
都（
６
１
２
１
事
業
所
）を
引
き
離
し
、

堂
々
の
第
一
位（
表
）。大
阪
出
身
者
は
ゼ
ロ
で
土
地

勘
も
な
い『
水
の
文
化
』編
集
部
で
す
が
、ち
ょ
っ
と

気
に
な
る
喫
茶
店
も
あ
る
の
で
、平
日
の
大
阪
の

街
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

CAFE DE サロット
大阪市西区九条1-13-11
Tel.090-8989-5946
営業時間： 
平日9:00～21:00
土日祝9:00～17:00
(月曜休／全席喫煙可）

■都道府県別「喫茶店数」
　トップ10

 1 大阪府 6,758
 2 愛知県 6,171
 3 東京都 6,121
 4 兵庫県 4,038
 5 岐阜県 2,393
 6 神奈川県 2,287
 7 北海道 2,188
 8 京都府 1,940
 9 福岡県 1,668
 10 埼玉県 1,644
出典：総務省「令和 3年経済
センサス─活動調査 事業所に
関する集計 産業横断的集計」

大阪府兵庫県

淀川

新大阪駅

梅田
大阪城

通天閣

Café de サロット

喫茶 HOMER九条
船場

なんば

カウンター越しに常連と話す
マスターの安田和志さん

常連がつくってくれ
た英語版メニューと
二次元コード

Bの文字が浮かぶ
オリジナルのカフェ
ラテ「バファラテ」

CAFE DE サロット
の店内

九条
「CAFE DE サロット」

【常連との関係性】
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喫茶 HOMERの内観。
常連はカウンターに座る
ことが多い

【常連との関係性】

大
阪
の
な
か
で
も
、
特
に
町
人
文

化
の
中
心
地
だ
っ
た
船せ
ん

場ば

界
隈

に
は
喫
茶
店
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
理
由
は
、
船
場
の
ビ
ル
の
オ
フ
ィ
ス

は
お
し
な
べ
て
ス
ペ
ー
ス
が
狭
い
た
め
、

来
客
が
あ
る
と
連
れ
立
っ
て
喫
茶
店

に
行
っ
た
か
ら
と
の
説
が
有
力
だ
。

　

そ
も
そ
も
船
場
は
「
運
河
の
船
着
き

場
」
が
語
源
。
城
下
町
大
坂
の
建
設
の

際
、
豊
臣
秀
吉
が
土
佐
堀
川
（
北
）
、
東

横
堀
川
（
東
）
、
旧
西
横
堀
川
（
西
）
、
旧
長

堀
川
（
南
）の
４
つ
の
堀
川
の
内
側
に
堺
の

商
人
た
ち
を
集
め
て
開
い
た
。
大
阪
市

の
代
表
的
な
問
屋
街
で
あ
る
。

　

船
場
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
４
号
館
の
地
下

で
１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
か
ら
営
業
を

続
け
て
い
る
の
が
ホ
ー
マ
ー
だ
。
主
に

兄
の
山
本
昌ま
さ
よ
し良
さ
ん
が
フ
ロ
ア
を
、
弟

の
山
本
芳よ
し

治じ

さ
ん

が
カ
ウ
ン
タ
ー
内

の
調
理
を
担
当
す

る
。
二
人
は
双
子
で
、

父
親
が
遺
し
た
店
を
継

い
で
45
年
ほ
ど
経
つ
。

　

芳
治
さ
ん
が
サ
イ
フ
ォ
ン
式
で
淹

れ
る
コ
ー
ヒ
ー
は
香
り
が
豊
か
だ
。
味

が
変
わ
ら
な
い
よ
う
、
常
に
気
を
配
る
。

「
昔
か
ら
変
わ
ら
ん
よ
う
に
も
っ
て
い

っ
て
る
。
ど
こ
の
豆
を
使
う
と
か
の
設

定
が
難
し
い
で
、
変
だ
っ
た
ら
（
仕
入
先

に
）
『
ま
ず
い
、
あ
か
ん
』
言
う
て
ね
」

と
昌
良
さ
ん
は
言
う
。
味
が
変
わ
る

と
常
連
か
ら
「
な
ん
か
今
日
の
ち
が
う

や
ん
か
ー
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

そ
う
だ
。
客
層
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
多

く
、
そ
の
８
割
が
常
連
と
い
う
。

「
朝
と
昼
は
や
っ
ぱ

り
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が

多
い
ね
。
商
談
し
て

い
る
人
は
多
い
よ
。

立
ち
話
で
き
な
い
か
ら

『
喫
茶
店
い
こ
か
』
と
や
っ
て

く
る
。
店
で
名
刺
交
換
し
て
い
る
人
よ

う
け
お
る
よ
。
午
後
３
時
過
ぎ
る
と

上
（
階
）
で
買
い
物
し
た
人
が
下
り
て
き

ま
す
ね
」

　

レ
ジ
横
で
話
を
聞
い
て
い

る
と
、
支
払
い
を
せ

ず
出
て
い
く
男

性
客
に
昌
良

さ
ん
が
「
ま

い
ど
！ 

ど
う

も
～
」
と
声

を
掛
け
た
。
あ

れ
、
支
払
い
は
？ 

と
訝
し
む
と
「
い

い
や
、
あ
の
人
は
現
金
。
い
つ
も
先
に

払
っ
て
く
れ
る
ん
よ
。
顔
見
た
ら
わ
か

る
」
と
言
う
。
ホ
ー
マ
ー
で
は
コ
ー
ヒ

ー
、
ト
ー
ス
ト
、
ゆ
で
卵
の
セ
ッ
ト
を

終
日
注
文
で
き
る
チ
ケ
ッ
ト
を
販
売
。

11
枚
綴
り
で
４
３
０
０
円
。
つ
ま
り
１

回
４
０
０
円
に
も
満
た
な
い
。

懐
に
や
さ
し
い
設
定
だ
。

　

午
後
６
時
を
過
ぎ
て
も

続
々
と
客
が
や
っ
て
く
る
。
仕
事
帰
り

の
客
の
よ
う
だ
。
昌
良
さ
ん
が
接
客
に

追
わ
れ
て
話
が
中
断
す
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
。
こ
れ
ほ
ど
人
気
な
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
。

「
な
ん
で
い
い
ん
か
な
～
。
店

の
つ
く
り
か
な
？ 

カ
ウ
ン
タ

ー
に
座
る
と
オ
レ
ら
と
話
し

し
や
す
い
か
ら
馴
染
み
の
人

（
常
連
）
が
多
い
ね
。
阪
神
タ
イ

ガ
ー
ス
の
話
し
し
た
り
。
連
れ
と
話

が
し
た
い
人
は
テ
ー
ブ
ル
ね
。
ま
ぁ
、

こ
こ
は
一
等
地
や
か
ら
」

　

で
も
場
所
に
恵
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
、

こ
の
店
に
は
18
～
19
歳
く
ら
い
か
ら
通
っ
て
い

ま
す
。三
重
県
に
十
数
年
住
ん
で
、大
阪
に
戻
っ

て
き
て
こ
こ
を
訪
ね
て
、「
わ
っ
、サ
ロ
ッ
ト
や
っ
て

る
！ 

よ
か
っ
た
ー
」っ
て
思
い
ま
し
た
。

必
ず
注
文
す
る
の
は「
ア
イ
ス
レ
モ
ン
テ
ィ
ー
の

シ
ュ
ガ
ー
抜
き
」。コ
ー
ヒ
ー
や
梅
ソ
ー
ダ
も
い
い
ん

で
す
が
、こ
の
店
は
紅
茶
も
お
い
し
い
ん
で
す
よ
。

ち
ゃ
ん
と
茶
葉
か
ら
淹
れ
て
い
る
か
ら
。今
日
は

友
人
と
二
人
で
す
が
、一
人
で
来
て
も
な
ぜ
か

居
心
地
が
い
い
ん
で
す
よ
ね
。店
内
で
同
じ
趣
味

の
人
と
仲
よ
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

少
し
離
れ
た
住
之
江
区

に
住
ん
で
い
ま
す
が
、毎
月

必
ず
来
て
い
ま
す
。コ
ー
ヒ
ー

チ
ケ
ッ
ト
は
普
段
か
ら
持
っ
て
い

て
、一
日
に
二
度
、三
度
寄
る
こ
と
も
あ

る
ん
で
す
。「
ち
ょ
っ
と
病
院
行
っ
て
く
る
わ
～
」

っ
て
出
か
け
て
戻
っ
て
き
て
、「
じ
ゃ
あ
買
い
物
行

っ
て
く
る
わ
ー
」と
言
っ
て
出
か
け
て
ま
た
戻
っ

て
き
て
、マ
ス
タ
ー
や
マ
マ
と
し
ゃ
べ
っ
て「
さ
あ
、

帰
ろ
う
！
」っ
て
家
に
向
か
う
。第
二
の
わ
が
家

み
た
い
？ 

た
し
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
上
の
ビ
ル
で
働
い
て
い
る
ん
で
す
が
、

仕
事
終
わ
り
に
毎
日
こ
こ
に
来
て
30
分
～

45
分
く
つ
ろ
い
で
帰
る
―
そ
れ
が
ル
ー
テ

ィ
ン
で
す
。仕
事
中
は
商
談
で
コ
ー
ヒ
ー
を

飲
む
こ
と
が
多
い
の
で
、こ
の
店
で
は「
ア
イ

ス
ス
ト
レ
ー
ト
テ
ィ
ー
」を
注
文
し
ま
す
。

　
一
昨
年
か
ら
足
を
運
ん
で
い
て
も
っ
と

も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、通
い
は
じ
め
て
し

ば
ら
く
す
る
と
、注
文
し
な
く
て
も
僕
が

座
っ
た
瞬
間
に
マ
ス
タ
ー
が
ア
イ
ス
ス
ト
レ

ー
ト
テ
ィ
を
出
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
。「
常
連
と
し
て
認
め
て
く
れ
た
ん
だ

な
」っ
て
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。

　
こ
う
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
は
あ

り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
、今
の
状
態
の
ま
ま
、

こ
の
空
間
を
残
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。時
間
を
積
み
重
ね
た
店
に
し
か
な

い
、こ
の
雰
囲
気
が
大
好

き
だ
か
ら
。

　
こ
こ
堺
筋
本
町
や

北
浜（
北
船
場
）あ
た

り
は
完
全
な
オ
フ
ィ
ス
街

で
す
。建
物
が
白
い
か
ら
太

陽
光
が
反
射
し
て
す
ご
く
眩
し
い

し
、オ
フ
ィ
ス
に
い
て
も
蛍
光
灯
が
白
い
の

で
目
が
チ
カ
チ
カ
す
る
ん
で
す
ね
。い
う
な

れ
ば「
仕
事
の
色
」で
す
が
、こ
の
店
は
違

い
ま
す
。照
明
の
色
は
温
か
み
が
あ
っ
て
、

テ
ー
ブ
ル
と
イ
ス
、カ
ウ
ン
タ
ー
か
ら
床
ま

で
す
べ
て
木
で
で
き
て
い
ま
す
。目
に
や
さ

し
く
て
、心
が
落
ち
着
く
ん
で
す
。

　
眩
し
く
て
無
機
質
な
色
か
ら
逃
れ
ら

れ
る
こ
の
店
は
、僕
に
と
っ
て
貴
重
な
空

間
で
す
。

「サロット」が43年目、「ホーマー」が
52年目。いずれも老舗と呼ぶにふさ
わしい喫茶店です。長く続いているの
は相応の理由があると感じました。
サロットは３回目の訪問でしたが、カウ
ンターでお話を聞いているうちに、すっ
かりくつろいでいる自分にはたと気づ
きました。取材で来ていることをしばし
忘れていたのです。
ホーマーは夕方遅めの訪問だったの
で、口には出さなかったもののちょっと
空腹でした。すると話の途中、ふいに
昌良さんが「よっちゃん、ちょっとパン
焼いてあげて」と芳治さんに声をかけ、
ふわふわのトーストを用意してくれたの
です。なんとなく察したようですが、こ
の気遣いには驚きました。
お話を聞いた常連さんは、お二人とも
コーヒーではなく紅茶が好みでした。そ
して「居心地がいい」（サロット）、「暖
色が多くて落ち着く」（ホーマー）とそ
れぞれ好きな理由を明かしてくれまし
た。喫茶空間とは、さまざまな要素が
複合的に絡み合って成り立っている
ことにあらためて気づかされたのです。

（２０２４年11月20日取材）

か
つ
て
の
船
着
き
場
「
船
場
」で

半
世
紀
続
く
レ
ト
ロ
喫
茶

夜の船場センタービル。店
舗ビルと高架道路・地下鉄
駅を一体整備したことから

「土木遺産」（2020年度）
に認定されている

ふわふわしたトー
スト。パンにもこだ
わっている

喫茶 HOMERを経営する双
子の兄、山本昌良さん（左）と
弟の山本芳治さん（右）

ど
。
特
別
な
こ
と
は
何
も

し
て
い
な
い
と
二
人
は
口

を
揃
え
る
。
「
お
一
人
で
何
回

か
来
ら
れ
た
人
に
は
声
か
け
ま
す
ね
。

仕
事
前
の
人
に
は
『
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ

い
』
、
仕
事
帰
り
の
人
に
は
『
お
か
え

り
な
さ
い
』
と
か
」
と
正
美
さ
ん
は
言

う
。
和
志
さ
ん
は
「
コ
ー
ヒ
ー
な
ら
そ

ば
の
コ
ン
ビ
ニ
で
買
え
る
の
に
、
わ
ざ

わ
ざ
来
て
く
れ
る
の
は
、
『
こ
の
ま
え

声
か
け
て
く
れ
た
な
、
ほ
な
ま
た
来
よ

う
か
～
』
と
思
う
か
ら
。
そ
れ
が
積
み

重
な
っ
て
何
か
の
拍
子
で
知
り
合
い
に

な
っ
て
常
連
に
な
る
。
そ
れ

で
続
い
て
い
る
だ
け
な
ん
だ
と

思
い
ま
す
」
と
語
っ
た
。

　

サ
ロ
ッ
ト
は
、
喫
茶
店
と
し
て
は
Ｂ

Ｇ
Ｍ
と
人
の
話
し
声
が
賑
や
か
だ
。
で

も
静
か
す
ぎ
ず
う
る
さ
す
ぎ
な
い
絶

妙
な
バ
ラ
ン
ス
も
ま
た
居
心
地
の
よ
さ

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
と
り
づ
ら
い
世
の
中
で
、

サ
ロ
ッ
ト
の
よ
う
な
喫
茶
店

の
存
在
は
あ
り
が
た
い
と
思

っ
た
。

紅
茶
も
お
い
し
い
喫
茶
店

船場
「喫茶 H

ホーマー
OMER」

喫
茶
店
が
半
世
紀
以
上
続
く
わ
け
は
な

い
。
来
店
客
の
様
子
を
よ
く
見
て
、
必

要
以
上
に
干
渉
せ
ず
、
で
も
放
置
す
る

わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
絶
妙
な
配

慮
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
探
せ
言
わ
れ
て
も
、
も
う
こ
ん
な

（
古
い
）
店
ほ
か
に
な
い
わ
」
と
昌
良
さ

ん
は
笑
う
。
息
子
さ
ん
が
跡
を
継
い
だ

の
は
朗
報
だ
。
こ
の
店
が
変
わ
ら
ず
続

く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

菊
地 

由
紀
子
さ
ん

船
場
商
人
と
の
言
葉
も
残
る
大
阪
き
っ
て
の

ビ
ジ
ネ
ス
街
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
集
う
喫

茶
店
は
な
い
も
の
か
…
…
そ
う
考
え
て
京
都
・
六

曜
社
珈
琲
店
の
取
材
後
に
う
ろ
う
ろ
し
て
気
に

な
っ
た
店
が「
喫
茶 H

O
M

E
R

」（
以
下
、ホ
ー
マ
ー
）で

す
。カ
ウ
ン
タ
ー
に
は
ス
ー
ツ
を
着
た
上
司
と
部

下
ら
し
き
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
二
人
組
が
並
ん
で
座
り
、

隣
の
テ
ー
ブ
ル
で
は
中
年
の
男
性
と
女
性
が
ひ

そ
ひ
そ
と
儲
け
話
を
…
…
。時
を
重
ね
た
店
な

ら
で
は
の
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
と
、テ
キ
パ
キ
と
サ

イ
フ
ォ
ン
式
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
て
出
す
初
老
の
男

性
お
二
人
も
魅
力
的
で
す
。

白
い
光
か
ら
脱
出
で
き
る
空
間
常
連
さ
ん

Shop Data
喫茶 HOMER（ホーマー）
大阪市中央区船場中央
2丁目1-4
船場センタービル223号
Tel.090-6371-9298
営業時間：
平日7:15～20:00
土曜日7:30～18:00
(日曜休／全席喫煙可）

人びとが喫茶店に求めるもの

時間の積み
重ねを感じる

常連たちから預かっているチケット

（右上）人気メニューの「梅
ソーダ」。梅は和歌山県にあ
る正美さんの祖父母の家で
収穫し、氷砂糖と漬ける

（左）大阪の喫茶店といえば
ミックスジュース。それぞれの
店が工夫を凝らしている

コーヒーはサイフォン
式で淹れる。それは昔
から変わらない
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喫茶 HOMERの内観。
常連はカウンターに座る
ことが多い

【常連との関係性】

大
阪
の
な
か
で
も
、
特
に
町
人
文

化
の
中
心
地
だ
っ
た
船せ
ん

場ば

界
隈

に
は
喫
茶
店
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
理
由
は
、
船
場
の
ビ
ル
の
オ
フ
ィ
ス

は
お
し
な
べ
て
ス
ペ
ー
ス
が
狭
い
た
め
、

来
客
が
あ
る
と
連
れ
立
っ
て
喫
茶
店

に
行
っ
た
か
ら
と
の
説
が
有
力
だ
。

　

そ
も
そ
も
船
場
は
「
運
河
の
船
着
き

場
」
が
語
源
。
城
下
町
大
坂
の
建
設
の

際
、
豊
臣
秀
吉
が
土
佐
堀
川
（
北
）
、
東

横
堀
川
（
東
）
、
旧
西
横
堀
川
（
西
）
、
旧
長

堀
川
（
南
）の
４
つ
の
堀
川
の
内
側
に
堺
の

商
人
た
ち
を
集
め
て
開
い
た
。
大
阪
市

の
代
表
的
な
問
屋
街
で
あ
る
。

　

船
場
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
４
号
館
の
地
下

で
１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
か
ら
営
業
を

続
け
て
い
る
の
が
ホ
ー
マ
ー
だ
。
主
に

兄
の
山
本
昌ま
さ
よ
し良
さ
ん
が
フ
ロ
ア
を
、
弟

の
山
本
芳よ
し

治じ

さ
ん

が
カ
ウ
ン
タ
ー
内

の
調
理
を
担
当
す

る
。
二
人
は
双
子
で
、

父
親
が
遺
し
た
店
を
継

い
で
45
年
ほ
ど
経
つ
。

　

芳
治
さ
ん
が
サ
イ
フ
ォ
ン
式
で
淹

れ
る
コ
ー
ヒ
ー
は
香
り
が
豊
か
だ
。
味

が
変
わ
ら
な
い
よ
う
、
常
に
気
を
配
る
。

「
昔
か
ら
変
わ
ら
ん
よ
う
に
も
っ
て
い

っ
て
る
。
ど
こ
の
豆
を
使
う
と
か
の
設

定
が
難
し
い
で
、
変
だ
っ
た
ら
（
仕
入
先

に
）
『
ま
ず
い
、
あ
か
ん
』
言
う
て
ね
」

と
昌
良
さ
ん
は
言
う
。
味
が
変
わ
る

と
常
連
か
ら
「
な
ん
か
今
日
の
ち
が
う

や
ん
か
ー
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

そ
う
だ
。
客
層
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
多

く
、
そ
の
８
割
が
常
連
と
い
う
。

「
朝
と
昼
は
や
っ
ぱ

り
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が

多
い
ね
。
商
談
し
て

い
る
人
は
多
い
よ
。

立
ち
話
で
き
な
い
か
ら

『
喫
茶
店
い
こ
か
』
と
や
っ
て

く
る
。
店
で
名
刺
交
換
し
て
い
る
人
よ

う
け
お
る
よ
。
午
後
３
時
過
ぎ
る
と

上
（
階
）
で
買
い
物
し
た
人
が
下
り
て
き

ま
す
ね
」

　

レ
ジ
横
で
話
を
聞
い
て
い

る
と
、
支
払
い
を
せ

ず
出
て
い
く
男

性
客
に
昌
良

さ
ん
が
「
ま

い
ど
！ 

ど
う

も
～
」
と
声

を
掛
け
た
。
あ

れ
、
支
払
い
は
？ 

と
訝
し
む
と
「
い

い
や
、
あ
の
人
は
現
金
。
い
つ
も
先
に

払
っ
て
く
れ
る
ん
よ
。
顔
見
た
ら
わ
か

る
」
と
言
う
。
ホ
ー
マ
ー
で
は
コ
ー
ヒ

ー
、
ト
ー
ス
ト
、
ゆ
で
卵
の
セ
ッ
ト
を

終
日
注
文
で
き
る
チ
ケ
ッ
ト
を
販
売
。

11
枚
綴
り
で
４
３
０
０
円
。
つ
ま
り
１

回
４
０
０
円
に
も
満
た
な
い
。

懐
に
や
さ
し
い
設
定
だ
。

　

午
後
６
時
を
過
ぎ
て
も

続
々
と
客
が
や
っ
て
く
る
。
仕
事
帰
り

の
客
の
よ
う
だ
。
昌
良
さ
ん
が
接
客
に

追
わ
れ
て
話
が
中
断
す
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
。
こ
れ
ほ
ど
人
気
な
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
。

「
な
ん
で
い
い
ん
か
な
～
。
店

の
つ
く
り
か
な
？ 

カ
ウ
ン
タ

ー
に
座
る
と
オ
レ
ら
と
話
し

し
や
す
い
か
ら
馴
染
み
の
人

（
常
連
）
が
多
い
ね
。
阪
神
タ
イ

ガ
ー
ス
の
話
し
し
た
り
。
連
れ
と
話

が
し
た
い
人
は
テ
ー
ブ
ル
ね
。
ま
ぁ
、

こ
こ
は
一
等
地
や
か
ら
」

　

で
も
場
所
に
恵
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
、

こ
の
店
に
は
18
～
19
歳
く
ら
い
か
ら
通
っ
て
い

ま
す
。三
重
県
に
十
数
年
住
ん
で
、大
阪
に
戻
っ

て
き
て
こ
こ
を
訪
ね
て
、「
わ
っ
、サ
ロ
ッ
ト
や
っ
て

る
！ 

よ
か
っ
た
ー
」っ
て
思
い
ま
し
た
。

必
ず
注
文
す
る
の
は「
ア
イ
ス
レ
モ
ン
テ
ィ
ー
の

シ
ュ
ガ
ー
抜
き
」。コ
ー
ヒ
ー
や
梅
ソ
ー
ダ
も
い
い
ん

で
す
が
、こ
の
店
は
紅
茶
も
お
い
し
い
ん
で
す
よ
。

ち
ゃ
ん
と
茶
葉
か
ら
淹
れ
て
い
る
か
ら
。今
日
は

友
人
と
二
人
で
す
が
、一
人
で
来
て
も
な
ぜ
か

居
心
地
が
い
い
ん
で
す
よ
ね
。店
内
で
同
じ
趣
味

の
人
と
仲
よ
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

少
し
離
れ
た
住
之
江
区

に
住
ん
で
い
ま
す
が
、毎
月

必
ず
来
て
い
ま
す
。コ
ー
ヒ
ー

チ
ケ
ッ
ト
は
普
段
か
ら
持
っ
て
い

て
、一
日
に
二
度
、三
度
寄
る
こ
と
も
あ

る
ん
で
す
。「
ち
ょ
っ
と
病
院
行
っ
て
く
る
わ
～
」

っ
て
出
か
け
て
戻
っ
て
き
て
、「
じ
ゃ
あ
買
い
物
行

っ
て
く
る
わ
ー
」と
言
っ
て
出
か
け
て
ま
た
戻
っ

て
き
て
、マ
ス
タ
ー
や
マ
マ
と
し
ゃ
べ
っ
て「
さ
あ
、

帰
ろ
う
！
」っ
て
家
に
向
か
う
。第
二
の
わ
が
家

み
た
い
？ 

た
し
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
上
の
ビ
ル
で
働
い
て
い
る
ん
で
す
が
、

仕
事
終
わ
り
に
毎
日
こ
こ
に
来
て
30
分
～

45
分
く
つ
ろ
い
で
帰
る
―
そ
れ
が
ル
ー
テ

ィ
ン
で
す
。仕
事
中
は
商
談
で
コ
ー
ヒ
ー
を

飲
む
こ
と
が
多
い
の
で
、こ
の
店
で
は「
ア
イ

ス
ス
ト
レ
ー
ト
テ
ィ
ー
」を
注
文
し
ま
す
。

　
一
昨
年
か
ら
足
を
運
ん
で
い
て
も
っ
と

も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、通
い
は
じ
め
て
し

ば
ら
く
す
る
と
、注
文
し
な
く
て
も
僕
が

座
っ
た
瞬
間
に
マ
ス
タ
ー
が
ア
イ
ス
ス
ト
レ

ー
ト
テ
ィ
を
出
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
。「
常
連
と
し
て
認
め
て
く
れ
た
ん
だ

な
」っ
て
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。

　
こ
う
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
は
あ

り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
、今
の
状
態
の
ま
ま
、

こ
の
空
間
を
残
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。時
間
を
積
み
重
ね
た
店
に
し
か
な

い
、こ
の
雰
囲
気
が
大
好

き
だ
か
ら
。

　
こ
こ
堺
筋
本
町
や

北
浜（
北
船
場
）あ
た

り
は
完
全
な
オ
フ
ィ
ス
街

で
す
。建
物
が
白
い
か
ら
太

陽
光
が
反
射
し
て
す
ご
く
眩
し
い

し
、オ
フ
ィ
ス
に
い
て
も
蛍
光
灯
が
白
い
の

で
目
が
チ
カ
チ
カ
す
る
ん
で
す
ね
。い
う
な

れ
ば「
仕
事
の
色
」で
す
が
、こ
の
店
は
違

い
ま
す
。照
明
の
色
は
温
か
み
が
あ
っ
て
、

テ
ー
ブ
ル
と
イ
ス
、カ
ウ
ン
タ
ー
か
ら
床
ま

で
す
べ
て
木
で
で
き
て
い
ま
す
。目
に
や
さ

し
く
て
、心
が
落
ち
着
く
ん
で
す
。

　
眩
し
く
て
無
機
質
な
色
か
ら
逃
れ
ら

れ
る
こ
の
店
は
、僕
に
と
っ
て
貴
重
な
空

間
で
す
。

「サロット」が43年目、「ホーマー」が
52年目。いずれも老舗と呼ぶにふさ
わしい喫茶店です。長く続いているの
は相応の理由があると感じました。
サロットは３回目の訪問でしたが、カウ
ンターでお話を聞いているうちに、すっ
かりくつろいでいる自分にはたと気づ
きました。取材で来ていることをしばし
忘れていたのです。
ホーマーは夕方遅めの訪問だったの
で、口には出さなかったもののちょっと
空腹でした。すると話の途中、ふいに
昌良さんが「よっちゃん、ちょっとパン
焼いてあげて」と芳治さんに声をかけ、
ふわふわのトーストを用意してくれたの
です。なんとなく察したようですが、こ
の気遣いには驚きました。
お話を聞いた常連さんは、お二人とも
コーヒーではなく紅茶が好みでした。そ
して「居心地がいい」（サロット）、「暖
色が多くて落ち着く」（ホーマー）とそ
れぞれ好きな理由を明かしてくれまし
た。喫茶空間とは、さまざまな要素が
複合的に絡み合って成り立っている
ことにあらためて気づかされたのです。

（２０２４年11月20日取材）

か
つ
て
の
船
着
き
場
「
船
場
」で

半
世
紀
続
く
レ
ト
ロ
喫
茶

夜の船場センタービル。店
舗ビルと高架道路・地下鉄
駅を一体整備したことから

「土木遺産」（2020年度）
に認定されている

ふわふわしたトー
スト。パンにもこだ
わっている

喫茶 HOMERを経営する双
子の兄、山本昌良さん（左）と
弟の山本芳治さん（右）

ど
。
特
別
な
こ
と
は
何
も

し
て
い
な
い
と
二
人
は
口

を
揃
え
る
。
「
お
一
人
で
何
回

か
来
ら
れ
た
人
に
は
声
か
け
ま
す
ね
。

仕
事
前
の
人
に
は
『
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ

い
』
、
仕
事
帰
り
の
人
に
は
『
お
か
え

り
な
さ
い
』
と
か
」
と
正
美
さ
ん
は
言

う
。
和
志
さ
ん
は
「
コ
ー
ヒ
ー
な
ら
そ

ば
の
コ
ン
ビ
ニ
で
買
え
る
の
に
、
わ
ざ

わ
ざ
来
て
く
れ
る
の
は
、
『
こ
の
ま
え

声
か
け
て
く
れ
た
な
、
ほ
な
ま
た
来
よ

う
か
～
』
と
思
う
か
ら
。
そ
れ
が
積
み

重
な
っ
て
何
か
の
拍
子
で
知
り
合
い
に

な
っ
て
常
連
に
な
る
。
そ
れ

で
続
い
て
い
る
だ
け
な
ん
だ
と

思
い
ま
す
」
と
語
っ
た
。

　

サ
ロ
ッ
ト
は
、
喫
茶
店
と
し
て
は
Ｂ

Ｇ
Ｍ
と
人
の
話
し
声
が
賑
や
か
だ
。
で

も
静
か
す
ぎ
ず
う
る
さ
す
ぎ
な
い
絶

妙
な
バ
ラ
ン
ス
も
ま
た
居
心
地
の
よ
さ

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
と
り
づ
ら
い
世
の
中
で
、

サ
ロ
ッ
ト
の
よ
う
な
喫
茶
店

の
存
在
は
あ
り
が
た
い
と
思

っ
た
。

紅
茶
も
お
い
し
い
喫
茶
店

船場
「喫茶 H

ホーマー
OMER」

喫
茶
店
が
半
世
紀
以
上
続
く
わ
け
は
な

い
。
来
店
客
の
様
子
を
よ
く
見
て
、
必

要
以
上
に
干
渉
せ
ず
、
で
も
放
置
す
る

わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
絶
妙
な
配

慮
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
探
せ
言
わ
れ
て
も
、
も
う
こ
ん
な

（
古
い
）
店
ほ
か
に
な
い
わ
」
と
昌
良
さ

ん
は
笑
う
。
息
子
さ
ん
が
跡
を
継
い
だ

の
は
朗
報
だ
。
こ
の
店
が
変
わ
ら
ず
続

く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

菊
地 

由
紀
子
さ
ん

船
場
商
人
と
の
言
葉
も
残
る
大
阪
き
っ
て
の

ビ
ジ
ネ
ス
街
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
集
う
喫

茶
店
は
な
い
も
の
か
…
…
そ
う
考
え
て
京
都
・
六

曜
社
珈
琲
店
の
取
材
後
に
う
ろ
う
ろ
し
て
気
に

な
っ
た
店
が「
喫
茶 H

O
M

E
R

」（
以
下
、ホ
ー
マ
ー
）で

す
。カ
ウ
ン
タ
ー
に
は
ス
ー
ツ
を
着
た
上
司
と
部

下
ら
し
き
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
二
人
組
が
並
ん
で
座
り
、

隣
の
テ
ー
ブ
ル
で
は
中
年
の
男
性
と
女
性
が
ひ

そ
ひ
そ
と
儲
け
話
を
…
…
。時
を
重
ね
た
店
な

ら
で
は
の
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
と
、テ
キ
パ
キ
と
サ

イ
フ
ォ
ン
式
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
て
出
す
初
老
の
男

性
お
二
人
も
魅
力
的
で
す
。

白
い
光
か
ら
脱
出
で
き
る
空
間
常
連
さ
ん

Shop Data
喫茶 HOMER（ホーマー）
大阪市中央区船場中央
2丁目1-4
船場センタービル223号
Tel.090-6371-9298
営業時間：
平日7:15～20:00
土曜日7:30～18:00
(日曜休／全席喫煙可）

人びとが喫茶店に求めるもの

時間の積み
重ねを感じる

常連たちから預かっているチケット

（右上）人気メニューの「梅
ソーダ」。梅は和歌山県にあ
る正美さんの祖父母の家で
収穫し、氷砂糖と漬ける

（左）大阪の喫茶店といえば
ミックスジュース。それぞれの
店が工夫を凝らしている

コーヒーはサイフォン
式で淹れる。それは昔
から変わらない

19 18水の文化 78号　特集　街なかの喫茶店喫茶店王国「大阪」を覗く―老舗に見る「居心地」と「安らぎ」
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自
分
好
み
の
デ
ザ
イ
ン
が

た
く
さ
ん
あ
る
か
ら

昭
和
の
面
影
が
残
る
レ
ト
ロ
な
喫
茶

店
を
巡
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
学

生
の
頃
で
す
。
キ
ラ
キ
ラ
し
た
お
し
ゃ

れ
な
カ
フ
ェ
に
は
う
ま
く
な
じ
め
ず
、

あ
る
と
き
昔
な
が
ら
の
喫
茶
店
に
入
っ

て
隅
の
席
に
座
っ
た
と
こ
ろ
、
と
て
も

居
心
地
が
よ
か
っ
た
の
で
す
。
当
時
の

喫
茶
店
は
タ
バ
コ
の
煙
が
モ
ク
モ
ク
と

し
て
い
て
、
そ
の
頃
は
若
者
の
姿
は
珍

し
く
、
不
思
議
そ
う
に
見
ら
れ
ま
し
た
。

で
も
、
そ
の
う
ち
誰
も
私
の
こ
と
な
ん

て
気
に
し
な
く
な
り
、
各
々
の
時
間
を

自
由
に
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

当
時
、
昭
和
30
〜
40
年
代
頃
の
人
び

と
の
暮
ら
し
の
な
か
に
あ
っ
た
イ
ン
テ

リ
ア
や
雑
貨
を
好
き
に
な
り
、
そ
の
延

長
と
し
て
古
着
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
に
も
夢

中
に
な
り
ま
し
た
。
喫
茶
店
の
空
間
に

違
和
感
な
く
な
じ
む
の
も
う
れ
し
く
、

お
気
に
入
り
の
一
着
を
身
に
ま
と
っ
て

出
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

雑
貨
を
部
屋
に
飾
っ
て
楽
し
ん
で
い

ま
し
た
が
、
自
室
だ
と
限
度
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
「
好
き
な
も
の
に
囲
ま
れ

て
暮
ら
し
た
い
な
ら
、
好
き
な
も
の
が

た
く
さ
ん
あ
る
喫
茶
店
に
毎
日
通
え
ば

い
い
ん
だ
！
」
と
思
っ
た
の
で
す
。

と
は
い
え
、
そ
の
頃
は
喫
茶
店
を
探

す
の
も
大
変
で
し
た
。
知
ら
な
い
駅
に

降
り
て
３
時
間
く
ら
い
歩
き
回
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
し
、
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク

ス
の
電
話
帳
か
ら
喫
茶
店
を
探
し
た
こ

と
も
。
当
時
は
あ
て
も
な
く
歩
い
て
、

見
つ
け
た
お
店
に
気
ま
ま
に
入
っ
て
い

ま
し
た
が
、
今
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

お
か
げ
で
目
的
地
へ
直
行
で
き
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
い
い
の
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
突
然
閉
店
し
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
扉
を

開
け
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

単
な
る〈
場
所
〉で
は
な
い

喫
茶
空
間
の
魅
力

喫
茶
店
を
好
き
な
大
き
な
理
由
に
、

「
空
間
」
が
あ
り
ま
す
。
今
は
シ
ン
プ

ル
で
合
理
的
な
デ
ザ
イ
ン
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
で
す
が
、
店
主
が
思
い
描
い
た

世
界
観
を
形
に
し
た
当
時
の
デ
ザ
イ
ナ

ー
や
工
務
店
の
セ
ン
ス
に
は
脱
帽
で
す
。

複
雑
な
棚
の
取
り
付
け
方
や
、
窓
ガ

ラ
ス
の
レ
ト
ロ
で
か
わ
い
い
装
飾
、
店

内
の
調
度
品
、
ど
の
喫
茶
空
間
も
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
し
つ
ら
え
に

知
恵
と
熱
意
が
つ
く
り
上
げ
た
空
間

「
純
喫
茶
」が
好
ま
れ
る
理
由

昭
和
レ
ト
ロ
が
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。な
か
で
も
コ
ー
ヒ
ー
を

中
心
と
す
る
純
粋
な
喫
茶
店
、略
し
て「
純
喫
茶
」は
若
者
か
ら
も

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。２
０
１
２
年（
平
成
24
）に
自
ら
足
を
運
ん
だ
各

地
の
純
喫
茶
を
紹
介
す
る
書
籍『
純
喫
茶
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』を
著
し
、

今
の「
純
喫
茶
ブ
ー
ム
」の
火
付
け
役
と
も
称
さ
れ
る
の
が
難
波
里

奈
さ
ん
で
す
。難
波
さ
ん
に
純
喫
茶
を
巡
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か

け
や
そ
の
魅
力
、店
内
で
の
マ
ナ
ー
な
ど
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

【古きよき喫茶店】
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な
っ
て
い
て
、
１
軒
１
軒
が
美
術
館
の

よ
う
な
ん
で
す
。
ら
せ
ん
状
に
曲
が
っ

た
木
の
イ
ン
テ
リ
ア
な
ど
を
見
る
と
、

当
時
の
職
人
さ
ん
の
熟
練
し
た
手
仕
事

の
妙
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

喫
茶
店
に
行
く
と
、
つ
い
キ
ョ
ロ
キ
ョ

ロ
と
辺
り
を
見
回
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
知
恵
と
熱
意
が
集
結
し

て
で
き
た
空
間
だ
か
ら
こ
そ
、
何
十
年

経
っ
て
も
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
店
主
が
自
分
の
店
を
好

き
で
、
か
つ
お
客
さ
ん
に
も
大
切
に
さ

れ
て
い
る
喫
茶
店
は
、
古
く
て
も
、
ど

こ
か
が
壊
れ
て
い
て
も
「
呼
吸
す
る
生

き
た
建
物
」
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
だ

か
ら
通
い
た
く
な
る
し
、
居
心
地
が
い

い
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

そ
ん
な
喫
茶
店
の
店
主
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
、
私
が
楽
し
み

に
し
て
い
る
こ
と
の
一
つ
で
す
。
学
生

時
代
に
喫
茶
店
に
通
う
う
ち
、
そ
の
店

の
こ
と
を
深
く
知
り
た
く
て
店
主
に
話

し
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
皆
さ

ん
お
話
が
上
手
で
、
街
の
こ
と
も
ほ
ん

と
う
に
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
喫
茶
店

の
店
主
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
よ
り
も
詳
し

い
案
内
人
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
、

で
き
れ
ば
初
代
の
店
主
が
い
る
う
ち
に
、

街
や
店
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
聞
き
尽
く
し
て
お
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
若
い
人
た
ち
が
知
ら

な
い
話
を
次
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と

も
、
古
き
よ
き
街
の
喫
茶
店
の
役
割
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

喫
茶
店
を
単
に
「
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む

場
所
」
と
と
ら
え
る
人
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
私
に
と
っ
て
は
オ
ー
ラ

ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
宝
庫
と
も
い
え
る
ワ

ク
ワ
ク
す
る
場
所
で
す
。

み
ん
な
が
心
地
よ
く

楽
し
む
た
め
に

私
が
喫
茶
店
に
行
く
と
き
は
、
コ
ー

ヒ
ー
の
ほ
か
に
、
メ
ニ
ュ
ー
を
見
て
気

に
な
っ
た
食
べ
も
の
や
飲
み
も
の
を
注

文
し
ま
す
。
カ
ッ
プ
や
グ
ラ
ス
が
店
ご

と
に
違
っ
て
か
わ
い
い
の
で
、
そ
れ
を

見
た
く
て
頼
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
写
真
も
撮
ら
せ
て
も
ら
い

ま
す
が
、
メ
ニ
ュ
ー
や

店
内
写
真
を
撮
る
際
に

気
を
つ
け
て
い
る
の
は
、

「
写
真
を
撮
っ
て
も
い

い
で
す
か
？
」
と
お
店

の
人
に
必
ず
声
を
か
け
て
、
許
可
を
得

て
か
ら
撮
影
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。

今
は
ス
マ
ホ
を
持
っ
て
い
る
の
が
当

た
り
前
な
の
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
用
に
映
え
る

メ
ニ
ュ
ー
写
真
を
撮
る
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
素
敵
な
姿
を
お
さ
め
る
の
も

い
い
で
す
が
、
で
き
れ
ば
温
か
い
も
の

は
温
か
い
う
ち
に
、
冷
た
い
も
の
は
冷

た
い
う
ち
に
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

み
ん
な
が
心
地
よ
く
喫
茶
空
間
を
楽

し
む
た
め
に
も
、
調
理
し
て
く
れ
た
お

店
の
人
や
、
ほ
か
の
お
客
さ
ん
を
不
快

に
さ
せ
な
い
配
慮
は
必
要
で
す
ね
。

「
人
」が
重
要
だ
か
ら
こ
そ

滑
ら
か
な
引
き
継
ぎ
を

最
近
は
店
主
が

高
齢
に
な
り
、
後

継
者
不
在
な
ど
の

理
由
か
ら
惜
し
ま

れ
つ
つ
閉
店
す
る

店
が
増
え
て
い

ま
す
。
私
も
何

軒
か
遭
遇
し
て

寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
が
、

店
主
の
人
生
の

決
断
な
の
で
仕

方
の
な
い
こ
と
。

一
方
で
、
な
か
に
は
お
客
さ
ん
と
し

て
通
っ
て
い
た
方
な
ど
が
、
ご
縁
で
引

き
継
ぐ
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

個
人
的
な
意
見
で
す
が
、
喫
茶
店
が
好

き
な
人
は
店
主
あ
り
き
で
そ
の
空
間
が

好
き
だ
っ
た
り
す
る
の
で
、
後
継
者
交

代
問
題
の
難
し
さ
は
多
々
あ
る
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
も
通
い
つ
づ

け
る
か
ど
う
か
は
個
々
の
受
け
止
め
方

次
第
で
す
が
、
空
間
や
イ
ン
テ
リ
ア
が

守
ら
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
い
い
こ
と
な

の
で
陰
な
が
ら
応
援
し
て
い
ま
す
。
喫

茶
店
と
い
う
場
所
に
と
っ
て
、
そ
れ
く

ら
い
「
人
」
の
存
在
は
大
き
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
誰
か
が
引
き
継
ぐ
と
し
て
も
、

も
と
も
と
そ
の
お
店
を
好
き
で
あ
っ
た

り
、
喫
茶
文
化
に
愛
情
を
も
っ
て
い
る

と
、
先
代
店
主
の
思
い
を
き
ち
ん
と
解

釈
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
閉
店
は

突
然
で
あ
る
こ
と
も
多
い
の
で
…
…
。

多
く
の
人
に
愛
さ
れ
る
喫
茶
店
が
、

よ
い
形
で
長
く
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

（
２
０
２
４
年
11
月
14
日
取
材
）

【古きよき喫茶店】

撮影協力：COFFEE こゝ ろ
東京都文京区本郷 6-18-11
Tel.03-3812-6791
営業時間：12:00～17:00（土日祝休／全席喫煙可）

コーヒーの味はもちろん
のこと、店ごとに異なる
カップなども楽しみたい

積み重ねた時間を感じさせる
店内の装飾や照明。そうした
意匠も純喫茶ならではの魅力

NAMBA Rina
学生時代に昭和時代の文
化に惹かれ、純喫茶の空間
を楽しむ。会社勤めの傍ら、
仕事帰りや休日にひたすら
純喫茶を巡る。『純喫茶コ
レクション』『純喫茶とあま
いもの』『クリームソーダ 純
喫茶めぐり』など著書多数。

インタビュー

難波 里奈さん

　東京喫茶店研究所　
二代目所長

知恵と熱意がつくり上げた空間――「純喫茶」が好まれる理由



長
歩
き
の
疲
れ
を

癒
す
ピ
ザ
ト
ー
ス
ト

　

日
本
に
住
ん
で
24
年
の
ク
レ
イ
グ
・

モ
ド
さ
ん
は
、
日
本
の
旧
街
道
を
ひ
た

す
ら
歩
い
て
写
真
を
撮
り
、
記
事
を
書

く
。「
歩
い
て
旅
を
す
る
」
作
家
だ
。

　

２
０
２
４
年
（
令
和
６
）
５
月
に
は
京

都
か
ら
東
京
ま
で
東
海
道
を
歩
い
た
。

「
江
戸
時
代
の
ペ
ー
ス
で
歩
こ
う
と
思

っ
て
。
１
日
10
里
だ
か
ら
毎
日
40
ｋｍ
。

江
戸
の
人
は
16
日
で
行
け
た
け
れ
ど
、

僕
は
17
日
か
か
り
ま
し
た
」
と
笑
う
。

　

長
歩
き
の
疲
れ
を
癒
す
の
が
喫
茶
店

だ
。
２
０
１
９
年
（
令
和
元
）
に
中
山
道

を
歩
い
た
と
き
か
ら
、
地
方
の
個
人
経

営
の
喫
茶
店
に
惹
か
れ
た
。

「
街
か
ら
離
れ
る
と
、
あ
る
の
は
喫
茶

店
か
床
屋
（
理
髪
店
）
く
ら
い
。
喫
茶
店

に
は
お
年
寄
り
ば
か
り
集
ま
っ
て
い
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
み
た
い
。
地

域
の
こ
と
を
知
り
た
け
れ
ば
喫
茶
店
に

行
け
ば
い
い
と
気
づ
き
ま
し
た
」

　

モ
ド
さ
ん
が
こ
よ
な
く
愛
す
る
日
本

の
喫
茶
店
の
軽
食
は
ピ
ザ
ト
ー
ス
ト
。

ア
メ
リ
カ
の
ダ
イ
ナ
ー
で
は
絶
対
に
お

目
に
か
か
れ
な
い
。「
ホ
ッ
と
す
る
食
べ

も
の
で
す
。
ス
パ
ゲ
テ
ィ
ナ
ポ
リ
タ
ン

と
並
ん
で
戦
後
の
日
本
が
生
ん
だ
喫
茶

店
王
道
メ
ニ
ュ
ー
だ
と
思
う
」
と
言
う
。

　

モ
ド
さ
ん
は
、
初
め
て
入
る
田
舎
の

喫
茶
店
の
扉
を
開
け
る
と
、
と
び
き
り

Craig MOD
1980年、アメリカ・コネチカッ
ト州生まれ。2000年より日本
在住。デジタル時代の出版と
ストーリーテリングを綴った『僕
らの時代の本』（2015）、写
真集『Koya Bound 熊野古
道の8日間』（2016）などに続
き、中山道を歩くなかで出会っ
た喫茶店とトーストの記録を
束ねた『Kissa by Kissa』を
2020年に上梓。同書の日本
語版『KISSA BY KISSA 
路上と喫茶―僕が日本を歩
いて旅する理由』（今井栄一 
訳）は2024年11月に発刊。

クレイグ・モドさん
作家／写真家

「
日
本
の
道
」を

　
歩
い
て
見
つ
け
た

　
　
　
個
人
経
営
の
喫
茶
店

『T
he N

ew
 Y

ork T
im

es

』
紙
の
「
２
０
２
３
年
に
訪
れ
る
べ
き
52
カ
所
」
に

ゲ
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
岩
手
県
盛
岡
市
を
推
薦
し
た
の
は
、
作
家
・
写
真
家
の

ク
レ
イ
グ
・
モ
ド
さ
ん
。
盛
岡
市
は
ロ
ン
ド
ン
に
次
ぐ
２
番
目
に
選
ば
れ
、
２
０
２

４
年
に
は
山
口
市
を
推
薦
し
同
リ
ス
ト
の
３
番
目
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
２
０
０

０
年
（
平
成
12
）
か
ら
日
本
で
暮
ら
す
モ
ド
さ
ん
が
各
地
を
歩
く
な
か
で
「
喫
茶
店
」

に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
や
そ
の
存
在
価
値
に
つい
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

地
方
で
体
験
す
る

一
期
一
会

【地方都市と喫茶店】
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の
笑
顔
で
「
こ
ん
に
ち
は
！
」
と
大
声

で
挨
拶
す
る
。
店
内
の
客
の
視
線
が
集

ま
る
。
す
ぐ
さ
ま
「
軽
食
は
ま
だ
や
っ

て
い
ま
す
か
？
」
と
訊
ね
る
。
あ
る
い

は
「
こ
の
近
く
に
一
里
塚
が
あ
っ
た
ん

で
す
よ
ね
？
」
な
ど
と
話
し
か
け
る
。

す
る
と
「
見
知
ら
ぬ
ガ
イ
ジ
ン
だ
け
れ

ど
日
本
語
が
話
せ
る
」
と
安
心
さ
れ
る
。

ピ
ザ
ト
ー
ス
ト
と
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
し
、

疲
れ
を
ほ
ぐ
す
。
店
や
地
域
の
こ
と
を

マ
ス
タ
ー
や
客
に
聞
く
の
は
、
帰
り
が

け
だ
。
た
い
て
い
１
時
間
く
ら
い
話
し

て
く
れ
る
と
い
う
。

　

日
本
の
地
方
で
出
会
う
個
人
経
営
の

喫
茶
店
の
よ
さ
と
は
何
か
。

「
ま
ず
、木
の
ぬ
く
も
り
。温
か
い
雰
囲

気
が
あ
り
ま
す
。
テ
ー
ブ
ル
も
イ
ス
も

ソ
フ
ァ
も
、
た
だ
古
い
の
で
は
な
く
年

月
を
経
た
味
が
付
い
て
い
る
。
あ
と
は

音
の
響
き
方
。
木
材
や
カ
ー
ペ
ッ
ト
な

ど
柔
ら
か
い
も
の
で
室
内
が
覆
わ
れ
て

い
る
と
、
う
る
さ
い
反
響
が
な
い
か
ら

落
ち
着
く
ん
で
す
ね
。
音
楽
も
ク
ラ
シ

ッ
ク
と
ジ
ャ
ズ
が
多
く
て
和
み
ま
す
」

長
い
つ
き
あ
い
が
で
き
る

〈
深
さ
〉が
魅
力
に

　

愛
知
県
一
宮
市
の
「
カ
ナ
デ
ア
ン
コ

ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
」
は
「
マ
ス
タ
ー
の
魂

で
全
部
で
き
て
い
る
店
」
だ
と
い
う
。

「
お
い
し
い
水
、天
然
の
素
材
、お
し
ぼ

り
は
い
い
匂
い
が
し
な
い
と
ダ
メ
と
か
、

マ
ス
タ
ー
の
哲
学
が
す
ご
く
い
い
。
カ

ナ
ダ
産
レ
ッ
ド
シ
ダ
ー
材
で
建
て
た
お

店
の
天
井
が
高
く
て
、
木
の
香
り
が
す

ば
ら
し
く
、
空
気
の
流
れ
を
よ
く
考
え

て
い
ま
す
。
１
冊
10
枚
綴
り
の
コ
ー
ヒ

ー
チ
ケ
ッ
ト
を
３
冊
買
う
と
マ
イ
カ
ッ

プ
を
選
べ
る
し
く
み
も
お
も
し
ろ
い
」

　

こ
う
し
た
カ
フ
ェ
に
は
「
昭
和
レ
ト

ロ
で
イ
ン
ス
タ
映ば

え
す
る
」
と
若
者
に

人
気
が
高
い
店
も
。
し
か
し
モ
ド
さ
ん

は
「
実
は
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
で
感
じ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
み
る
。

　

例
え
ば
、
音
楽
は
ネ
ッ
ト
配
信
で
聴

く
の
が
主
流
の
時
代
に
ア
ナ
ロ
グ
レ
コ

ー
ド
が
復
活
し
、
誰
も
が
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
や
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
写
真
を
撮

る
時
代
に
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
が
見
直
さ

れ
て
い
る
の
と
同
じ
流
れ
だ
と
い
う
。

モ
ド
さ
ん
自
身
も
20
年
ぶ
り
に
フ
ィ
ル

ム
カ
メ
ラ
を
持
ち
歩
い
て
い
る
。

「
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
の
何
が
い
い
か
っ

て
、
長
く
つ
き
あ
え
る
か
ら
。
自
分
と

相
性
が
い
い
モ
ノ
と
し
て
の
フ
ィ
ル
ム

カ
メ
ラ
は
機
械
な
の
で
、
修
理
し
つ
づ

け
れ
ば
ず
っ
と
一
緒
に
作
品
を
創
れ
ま

す
。
セ
ン
サ
ー
が
ダ
メ
に
な
っ
た
り
す

る
電
子
機
器
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
は

め
っ
た
に
で
き
な
い
、
長
い
つ
き
あ
い

が
で
き
る
。
喫
茶
店
も
同
じ
こ
と
で
す
。

半
世
紀
近
く
も
ず
っ
と
続
い
て
き
た

〈
深
さ
〉
を
若
い
人
た
ち
も
意
識
は
し

て
い
な
い
け
れ
ど
感
じ
て
い
る
ん
だ
と

思
い
ま
す
」

喫
茶
店
文
化
の

生
き
証
人
に
な
れ
た

　

モ
ド
さ
ん
は
著
書
『K

ISSA

　

BY
K

ISSA
 

路
上
と
喫
茶
―
―
僕
が
日
本

を
歩
い
て
旅
す
る
理
由
』
で
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

「
大
学
の
留
学
生
と
し
て
日
本
へ
や
っ

て
来
た
僕
は
、
東
京
の
大
学
を
卒
業
後
、

自
分
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
理
由
で
そ

の
ま
ま
日
本
に
残
っ
た
（
た
ぶ
ん
、
こ

の
「
な
ぜ
日
本
に
？
」
の
問
い
へ
の
答

え
は
、
一
生
「
謎
」
の
ま
ま
に
終
わ
る

の
だ
ろ
う
）。」

　

２
０
１
３
年
（
平
成
25
）、
友
人
に
誘

わ
れ
て
熊
野
古
道
を
歩
い
た
の
が
き
っ

か
け
で
、
日
本
の
道
を
歩
く
こ
と
の
虜

と
り
こ

に
な
っ
た
。
屋
久
島
、
中
山
道
、
四
国

遍
路
道
、
芭
蕉
の
「
奥
の
細
道
」、
熊

野
古
道
伊
勢
路
…
…
。
一
人
で
歩
き
つ

づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
歴
史
、

自
然
か
ら
人
び
と
の
生
活
、
文
化
に
至

る
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
こ
と

を
、
そ
の
土
地
か
ら
直じ

か

に
教
え
ら
れ
た
。

モ
ド
さ
ん
に
と
っ
て
、
日
本
の
道
を
歩

く
こ
と
は
、
日
本
を
知
る
こ
と
な
の
だ
。

　

そ
し
て
、
貴
重
な
知
識
の
情
報
源
の

一
つ
と
な
っ
た
の
が
、
昔
か
ら
の
地
元

の
事
情
を
よ
く
知
る
世
代
の
人
た
ち
が

集
ま
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」

と
し
て
の
喫
茶
店
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

日
本
の
旧
街
道
の
な
か
で
最
近
モ
ド

さ
ん
が
薦
め
る
の
は
熊
野
古
道
伊
勢
路
。

伊
勢
神
宮
と
熊
野
三
山
（
熊
野
本
宮
大
社
、

熊
野
速
玉
大
社
、
熊
野
那
智
大
社
）
の
二
大
聖
地

を
結
ぶ
祈
り
の
道
だ
。

「
村
と
村
の
間
の
山
道
を
歩
く
の
で
、

漁
業
や
林
業
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で

き
て
、
温
泉
も
あ
る
し
、
宿
と
料
理
も

す
ば
ら
し
い
。
喫
茶
店
も
少
し
残
っ
て

い
る
か
ら
、
地
元
の
人
に
お
も
し
ろ
い

話
が
聞
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

モ
ド
さ
ん
が
先
の
著
書
で
訪
れ
た
喫

茶
店
に
は
閉
店
し
た
店
も
多
い
。
マ
ス

タ
ー
が
高
齢
で
後
継
者
が
い
な
い
の
だ
。

「
喫
茶
店
文
化
の
名
残
を
、
今
こ
う
し

て
目
に
し
て
い
る
こ
と
が
う
れ
し
か
っ

た
。
先
の
長
く
な
い
文
化
だ
し
、
僕
に

は
そ
れ
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

れ
で
も
、
少
な
く
と
も
こ
う
し
て
喫
茶

店
の
生
き
証
人
に
な
れ
た
。
そ
れ
だ
け

で
も
意
味
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い

た
」
と
著
書
で
述
べ
る
モ
ド
さ
ん
は
、

喫
茶
店
で
の
マ
ス
タ
ー
や
マ
マ
、
来
店

客
と
の
一
期
一
会
の
触
れ
合
い
を
、
生

き
生
き
と
微
笑
ま
し
く
描
い
て
い
る
。

「
な
ぜ
日
本
に
？
」
の
問
い
へ
の
答
え

は
、
一
生
か
か
っ
て
も
わ
か
ら
ず
、
こ

れ
か
ら
も
歩
き
な
が
ら
考
え
つ
づ
け
る

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、少
な
く
と
も
、い

く
つ
か
の
答
え
の
一
つ
は
、
喫
茶
店
文

化
の
名
残
を
伝
え
る
旅

先
で
の
出
会
い
の
中
に

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

（
２
０
２
４
年
11
月
５
日
取
材
）

1 中山道を歩きながらモドさんが出会
った喫茶店と人びとを、自身の言葉と
写真で記した『Kissa by Kissa』。同
書の日本語版（右）は盛岡市民との
交流から生まれ、2024年11月下旬
に出版された 2 再び使いはじめたと
いうモドさんのフィルムカメラ

12

【地方都市と喫茶店】

23 「日本の道」を歩いて見つけた個人経営の喫茶店―地方で体験する一期一会



「
銭
湯
」か
ら
始
ま
っ
た

魅
力
の
掘
り
起
こ
し

　

東
京
・
文
京
区
を
拠
点
に
、
見
過
ご

さ
れ
が
ち
な
地
域
の
魅
力
を
建
築
的
な

視
点
か
ら
掘
り
起
こ
し
、
発
信
し
て
い

る
団
体
が
あ
る
。
地
元
の
若
手
建
築
関

係
者
ら
が
中
心
と
な
っ
て
２
０
１
１
年

（
平
成
23
）
に
始
ま
っ
た
「
文
京
建
築
会

ユ
ー
ス
」
だ
。

　

代
表
を
務
め
る
栗く

り
ゅ
う生
は
る
か
さ
ん
は
、

早
稲
田
大
学
で
建
築
学
を
学
ん
だ
後
、

大
学
院
時
代
に
１
年
間
、
イ
タ
リ
ア
へ

留
学
し
た
。
こ
の
時
の
経
験
が
都
市
や

建
築
に
対
す
る
自
身
の
考
え
方
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
。

「
イ
タ
リ
ア
の
人
び
と
は
古
い
建
物
や

街
並
み
に
寄
り
添
い
な
が
ら
豊
か
に
暮

ら
し
て
い
ま
す
。
特
に
印
象
的
だ
っ
た

の
は
誰
も
が
自
分
の
街
を
心
か
ら
愛
し

て
誇
り
に
思
っ
て
い
る
こ
と
。
建
築
学

と
い
う
と
何
か
新
し
い
建
物
を
建
て
る

イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
ん

な
ふ
う
に
既
存
の
街
や
都
市
空
間
を
活

か
し
、
地
域
愛
が
生
ま
れ
る
よ
う
な
環

境
を
つ
く
る
こ
と
も
建
築
学
の
大
事
な

役
目
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
思
い
が

スプーンの置き方が異なる 提供：文京建築会ユース

街
の
喫
茶
店

地域をつないできた
銭
湯
や
路
地
、
神み

酒き

所し
ょ

な
ど
の
都
市
空
間
と
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
に
つ
い
て
研
究
す
る
文

京
建
築
会
ユ
ー
ス
。
近
年
は
喫
茶
店
の
調
査
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
２
回
に

わ
た
る
「
ま
ち
の
オ
ア
シ
ス
～
文
京
喫
茶
」展
の
開
催
に
あ
た
って
調
査
を
重
ね
た

メ
ン
バ
ー
に
「
地
域
に
お
け
る
喫
茶
空
間
の
意
義
」
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
ま
ち
の
オ
ア
シ
ス
～
文
京
喫
茶
」展
を
開
い
て

【変貌する街と喫茶店】

24水の文化 78号　特集　街なかの喫茶店



今
日
の
活
動
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」

　

文
京
建
築
会
ユ
ー
ス
で
長
年
取
り
組

ん
で
い
る
主
軸
テ
ー
マ
の
一
つ
が
「
銭

湯
」
だ
。
レ
ト
ロ
な
外
観
に
惹
か
れ
て

リ
サ
ー
チ
に
行
っ
た
銭
湯
が
半
年
後
に

廃
業
す
る
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
、「
そ
こ

か
ら
銭
湯
の
沼
に
は
ま
っ
て
い
っ
た
」

と
栗
生
さ
ん
は
言
う
。
当
時
文
京
区
に

あ
っ
た
全
11
軒
の
銭
湯
を
取
材
し
て
写

真
や
実
測
で
詳
細
に
記
録
し
、
オ
ー
ナ

ー
や
利
用
客
の
話
も
聞
い
た
。
そ
の
な

か
で
見
え
て
き
た
の
は
、
銭
湯
が
今
も

イ
ン
フ
ラ
と
し
て
多
く
の
人
に
利
用
さ

れ
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
要か

な
めに

な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

「
銭
湯
が
な
く
な
る
と
、
街
が
一
つ
消

え
る
く
ら
い
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
ん

で
す
。
お
風
呂
が
な
い
周
辺
の
古
い
家

が
空
き
家
に
な
り
、
客
が
減
る
の
で
商

店
は
閉
店
し
、
人
の
流
れ
も
変
わ
っ
て

し
ま
う
。
や
が
て
一
帯
が
再
開
発
さ
れ

て
風
景
が
一
変
し
、
ず
っ
と
地
域
に
暮

ら
し
て
い
た
人
た
ち
の
つ
な
が
り
は
断

た
れ
て
し
ま
う
の
で
す
」
と
栗
生
さ
ん

の
顔
が
曇
っ
た
。

　

文
京
区
の
銭
湯
は
５
軒
に
ま
で
減
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
文
京
建
築
会
ユ
ー
ス

は
企
画
展
な
ど
を
通
し
て
、
地
域
に
お

け
る
銭
湯
の
役
割
や
そ
の
価
値
を
人
々

に
伝
え
る
活
動
を
続
け
て
い
る
。（
注
）

昭
和
創
業
の
喫
茶
店
を

集
め
た「
文
京
喫
茶
」展

　

そ
ん
な
文
京
建
築
会
ユ
ー
ス
が
、
２

０
２
２
年
（
令
和
４
）
と
２
０
２
４
年
（
令

和
６
）の
２
回
に
わ
た
り
、
昭
和
時
代
か

ら
続
く
区
内
の
喫
茶
店
を
集
め
た
「
ま

ち
の
オ
ア
シ
ス
～
文
京
喫
茶
」展
を
開

催
し
た
。
喫
茶
店
を
テ
ー
マ
に
し
た
き

っ
か
け
は
、
本
郷
の
老
舗
有
名
店
「
ボ

ン
ナ
」
の
廃
業
だ
っ
た
。

「
私
た
ち
も
よ
く
打
ち
合
わ
せ
に
利
用

し
て
い
た
素
敵
な
店
で
し
た
。
昔
か
ら

あ
る
個
人
経
営
の
喫
茶
店
は
地
域
の
人

1 文京建築会ユースが2022年12月と2024年8月に開いた「まちのオアシス～文京
喫茶」展。来場者はさまざまな展示に見入っていた 2 文京建築会ユースが銭湯の価
値を伝えるために調査してまとめた冊子類 3 文京建築会ユースの代表を務める栗生
はるかさん。一般社団法人せんとうとまちの代表理事も務める 4 一度は就職したもの
の研究の道へ戻ったメンバーの黒本剛史さん（國學院大學観光まちづくり学部助手） 
5 取材にあたった学生メンバーの佐々木理彩さん（法政大学デザイン工学部建築学
科）。来年は大学院に進む 6「まちのオアシス～文京喫茶」展では、惜しまれつつ閉店
した喫茶「ボンナ」の店内を再現　 1 6 提供：文京建築会ユース

（注）一般社団法人 せんとうとまちとして取り組んできた「稲荷湯修復再生プロジェクト」
が2024年の「ユネスコアジア太平洋文化遺産保全賞」の最優秀賞を受賞。日本のプロ
ジェクトが選ばれるのは7年ぶりのこと。

「まちのオアシス～文京喫茶」展の告知ポスター。店ごとにカップの向きや

1

3

2

45

6

25 地域をつないできた街の喫茶店―「まちのオアシス～文京喫茶」展を開いて



た
ち
の
居
場
所
で
も
あ
り
、
銭
湯
と
通

じ
る
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
で
、
古
い

喫
茶
店
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
い
く
の
を

目
の
当
た
り
に
し
て
、
急
い
で
記
録
を

残
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
し

た
」
と
栗
生
さ
ん
は
言
う
。

　

取
材
は
昭
和
創
業
の
喫
茶
店
を
探
し

出
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
ず
文

京
区
内
の
数
千
軒
の
飲
食
店
リ
ス
ト
か

ら
個
人
経
営
の
喫
茶
店
を
抽
出
し
て
、

実
際
に
現
場
に
行
っ
た
り
、
ヒ
ア
リ
ン

グ
し
た
り
し
な
が
ら
、
一
軒
ず
つ
創
業

時
期
を
確
認
し
て
い
く
と
い
う
大
変
な

作
業
だ
っ
た
。
展
示
会
の
直
前
に
新
た

に
お
店
が
見
つ
か
っ
て
慌
て
て
取
材
に

行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
１
９
５
０
年
代
か
ら
１

９
８
０
年
代
ま
で
に
創
業
し
た
区
内
の

喫
茶
店
が
30
軒
ほ
ど
見
つ
か
っ
た
。
内

装
に
凝
っ
た
店
も
あ
れ
ば
、
コ
ー
ヒ
ー

に
こ
だ
わ
り
抜
く
店
も
あ
る
。
必
ず
し

も
お
し
ゃ
れ
な
空
間
ば
か
り
で
は
な
く
、

地
元
客
の
手
づ
く
り
作
品
が
飾
っ
て
あ

る
店
や
、
客
が
持
ち
込
ん
だ
不
用
品
の

リ
サ
イ
ク
ル
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る
店
も

あ
っ
た
。
近
所
の
高
齢
者
が
集
ま
っ
て

ダ
イ
ニ
ン
グ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
、

マ
ス
タ
ー
に
人
生
相
談
を
し
に
来
る
客

や
毎
朝
来
て
一
日
中
店
内
で
過
ご
す
客

な
ど
が
い
た
り
し
た
。

　

ど
の
店
も
地
域
の
人
々
と
の
密
接
な

つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。

喫
茶
店
が
地
域
で

果
た
し
て
き
た
役
割

　

各
店
を
取
材
し
た
メ
ン
バ
ー
の
一
人

で
あ
る
黒
本
剛た

け

史し

さ
ん
は
、
そ
の
感
想

を
こ
う
語
っ
た
。

「
学
生
が
集
っ
て
い
る
お
店
や
、
若
い

子
に
人
気
の
お
店
、
地
元
の
高
齢
者
が

中
心
の
お
店
な
ど
、
個
人
経
営
の
喫
茶

店
が
地
域
の
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

受
け
皿
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
、

街
の
包
容
力
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ま

し
た
。
家
や
職
場
、
学
校
だ
け
じ
ゃ
な

い
〈
居
て
も
い
い
場
所
〉
が
街
に
あ
る

と
い
う
の
は
と
て
も
貴
重
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
」

　

同
じ
く
取
材
に
あ
た
っ
た
学
生
メ
ン

バ
ー
の
佐
々
木
理り

彩さ

さ
ん
も
次
の
よ
う

に
話
す
。

「
私
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
育
っ
た
の
で
、

こ
う
い
う
喫
茶
店
が
身
近
に
は
な
く
、

初
め
て
見
る
世
界
で
し
た
。
フ
ァ
ミ
リ

ー
レ
ス
ト
ラ
ン
や
チ
ェ
ー
ン
店
は
、
お

店
の
人
も
常
に
入
れ
替
わ
り
、
ま
た
ど

こ
へ
行
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
印
象
で
す

が
、
個
人
が
営
ん
で
い
る
お
店
は
、
長

い
年
月
の
積
み
重
ね
で
唯
一
無
二
の
場

所
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
生
ま
れ
て
い
る
の
が
と
て
も
新

鮮
で
し
た
」

　

２
０
２
２
年
12
月
に
開
催
し
た
「
文

京
喫
茶
」展
第
一
弾
で
は
、
１
９
７
０

年
代
ま
で
に
創
業
し
た
喫
茶
店
15
軒
を

取
り
上
げ
た
。
予
想
以
上
に
好
評
だ
っ

た
た
め
、
２
０
２
４
年
８
月
に
第
二
弾

を
実
施
し
、
１
９
８
０
年
代
創
業
の
店

を
紹
介
し
た
。
各
４
日
間
の
２
回
の
展

示
で
延
べ
約
２
０
０
０
人
が
来
場
し
、

大
盛
況
だ
っ
た
。
展
示
を
見
に
来
た
人

び
と
か
ら
は
「
昔
、
母
と
行
き
ま
し

た
」「
こ
の
店
の
マ
ス
タ
ー
に
や
さ
し

く
し
て
も
ら
っ
た
」
な
ど
、
各
店
へ
の

思
い
入
れ
や
懐
か
し
む
声
が
あ
ふ
れ
、

ま
た
「
こ
ん
な
に
も
街
の
喫
茶
店
が
な

く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
」
と
い

う
感
想
も
多
か
っ
た
。

　

実
際
、
展
示
会
の
準
備
を
進
め
る
間

に
も
、
い
く
つ
か
の
店
が
ひ
っ
そ
り
と

閉
店
し
て
い
っ
た
。
後
継
者
が
お
ら
ず
、

自
分
の
代
で
終
わ
ら
せ
る
し
か
な
い
と

諦
め
て
い
る
店
主
も
多
く
、
個
人
経
営

の
喫
茶
店
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
厳

し
い
。
た
だ
、
何
と
か
そ
の
火
を
絶
や

さ
な
い
よ
う
に
と
、
従
業
員
や
客
だ
っ

た
人
が
後
を
継
い
だ
り
、
異
業
種
か
ら

参
入
し
て
店
の
姿
を
残
し
た
り
す
る
ケ

ー
ス
が
い
く
つ
か
出
て
き
て
い
る
こ
と

に
、
さ
さ
や
か
な
希
望
が
見
え
る
か
も

し
れ
な
い
。

提供：文京建築会ユース

閉業した喫茶店から引き取った家具や什器は活動拠点「白山倉庫」で保管・利用 

7「まちのオアシス～文京喫茶」展の
来場者が会計伝票に記した、喫茶店
に関する思い出やメッセージ 8 古くか
ら文京区内で営業している喫茶店そ
れぞれの取材を店ごとにまとめた冊
子 9 閉店した喫茶「ボンナ」の店内 
10喫茶「ボンナ」から記憶の継承の
ためにテーブルなどを運び出す協力
者と文京建築会ユースのメンバー
7 9 10提供：文京建築会ユース

8

7

910
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コ
ー
ヒ
ー
を
介
し
て

生
ま
れ
る
緩
い
つ
な
が
り

　

栗
生
さ
ん
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
長
く

文
京
区
に
住
ん
で
い
る
が
、
文
京
建
築

会
ユ
ー
ス
の
活
動
を
始
め
る
ま
で
、
地

域
の
つ
な
が
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
意

識
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と

い
う
。

「
表
面
的
な
暮
ら
し
で
は
気
づ
か
な
い

だ
け
で
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
み
る
と
こ

ん
な
に
も
密
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

あ
っ
た
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
は
広
場
の
文
化
が
あ
っ
て
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
オ
ー
プ
ン
で
す
が
、

日
本
の
場
合
、
少
し
内
側
の
生
活
に
近

い
と
こ
ろ
に
入
っ
て
、
初
め
て
地
元
の

人
々
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ

と
知
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
地
域
の

交
流
の
場
が
銭
湯

で
あ
り
、
喫
茶
店

な
の
で
す
」

　

文
京
区
に
限
ら

ず
、
今
、
多
く
の

都
市
で
行
な
わ
れ

て
い
る
開
発
は
、

既
存
の
街
を
完
全

に
リ
セ
ッ
ト
し
て
、

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
バ
ラ
バ
ラ

に
し
て
し
ま
う
と
憂
え
る
栗
生
さ
ん
。

そ
ん
な
時
、
孤
立
し
て
し
ま
い
そ
う
な

人
た
ち
を
す
く
い
上
げ
、
地
域
に
つ
な

ぎ
と
め
て
く
れ
る
の
も
、
街
の
銭
湯
や

喫
茶
店
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

「
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
人
と
人
が
つ

な
が
る
の
っ
て
難
し
い
と
思
う
ん
で
す
。

で
も
銭
湯
や
喫
茶
店
に
は
、
お
風
呂
に

入
る
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
と
い
う
目
的

が
あ
っ
て
、
し
か
も
誰
で
も
入
れ
る
場

所
で
す
。
そ
こ
で
副
次
的
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
て
、
や
が
て
そ

ち
ら
の
方
が
主
目
的
に
な
っ
て
い
く
。

自
然
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
っ
て
、
そ
う
い

う
ふ
う
に
で
き
て
い
く
も
の
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
」

　

い
つ
で
も
同
じ
場
所
に
あ
る
街
の
小

さ
な
喫
茶
店
。
そ
こ
で
一
杯
の
コ
ー
ヒ

ー
を
介
し
て
生
ま
れ
る

さ
さ
や
か
な
ふ
れ
あ
い

が
、
地
域
を
つ
な
い
で

い
る
。

（
２
０
２
４
年
11
月
18
日
取
材
）

文京建築会ユースが作成した「文京喫茶」地図。文京区内で1971年
当時に営業していた215軒を網羅。当時から現在も営業を続けているの
は4軒。1971年以降の創業も含めると25軒 提供：文京建築会ユース

夕暮れ時の文京区内
。懐かしくて温かい

こうした風景をどう残
すかは難しい課題だ

【変貌する街と喫茶店】

27 地域をつないできた街の喫茶店―「まちのオアシス～文京喫茶」展を開いて



二三味珈琲
shop舟小屋

二三味珈琲
cafe能登半島

珠洲市

木ノ浦海岸

富山湾 木ノ
浦海岸

一杯のコーヒーでいつでも

この場所に帰って来られますように

1

喫
茶
店
が

こ
の
街
に

あ
る
意
味

脳
裏
に
浮
か
ん
だ
廃
業
を
乗
り
越
え
て

【喫茶店の求心力】
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二三味珈琲 sho
p舟小屋

す
べ
て
は「
舟
小
屋
」か
ら

始
ま
っ
た

　

能
登
半
島
の
先
端
に
近
い
木き

ノの

浦う
ら

海

岸
に
、
今
は
休
業
中
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
焙

煎
所
「
二に

三ざ

味み

珈
琲shop

舟
小
屋
」（
以

下
、
舟
小
屋
）は
あ
る
。
石
川
県
珠
洲
市
の

中
心
部
か
ら
車
で
約
20
分
。
向
か
う
途

中
、
能
登
半
島
地
震
と
豪
雨
で
倒
壊
し

た
家
屋
や
崩
れ
た
道
路
が
そ
の
ま
ま
残

る
場
所
も
あ
り
、
心
が
ざ
わ
つ
い
た
。

　

舟
小
屋
の
目
の
前
に
は
、
日
本
海
を

望
む
能
登
ら
し
い
景
色
が
広
が
っ
て
い

る
。
こ
の
最
果
て
の
小
さ
な
工
房
が

「
二
三
味
珈
琲
」
の
原
点
だ
。

「
舟
小
屋
は
生
前
に
祖
父
が
使
っ
て
い

ま
し
た
。
自
分
の
店
を
ど
こ
で
出
す
か

迷
っ
て
い
た
と
き
、
祖
母
に
会
い
に
行

っ
て
ふ
と
目
に
つ
い
た
の
が
、
小
さ
な

頃
よ
く
遊
ん
で
い
た
舟
小
屋
だ
っ
た
ん

で
す
。
古
く
な
り
隙
間
風
も
ビ
ュ
ー
ビ

ュ
ー
で
し
た
が
、
懐
か
し
く
て
戸
を
開

け
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
だ
と
直
感
し
ま
し

た
」。
そ
う
話
す
の
は
、
二
三
味
珈
琲

の
オ
ー
ナ
ー
・
仙せ

ん

北ぼ
く

屋や

葉
子
さ
ん
だ
。

二
三
味
珈
琲
は
カ
フ
ェ
も
あ
り
、
こ
ち

ら
は
珠
洲
市
の
繁
華
街
に
あ
る
。

　

仙
北
屋
さ
ん
は
地
元
の
珠
洲
の
高
校

を
卒
業
後
、
パ
テ
ィ
シ
エ
を
夢
み
て
大

阪
に
あ
る
製
菓
学
校
へ
入
学
す
る
。
卒

業
後
は
、
憧
れ
て
い
た
東
京
・
世
田
谷

の
有
名
洋
菓
子
店
に
就
職
。
そ
の
後
、

コ
ー
ヒ
ー
も
学
び
た
い
と
銀
座
に
あ
る

喫
茶
ス
ク
ー
ル
へ
通
っ
た
と
こ
ろ
、
そ

こ
で
運
よ
く
次
の
転
職
先
と
な
る
「
堀

口
珈
琲
」
を
紹
介
し
て
も
ら
う
。

「
製
菓
学
校
時
代
、
授
業
で
飲
ん
だ
自

家
焙
煎
の
コ
ー
ヒ
ー
の
味
に
衝
撃
を
受

け
ま
し
た
。
ケ
ー
キ
屋
を
開
く
に
し
て

も
、
お
い
し
い
コ
ー
ヒ
ー
も
一
緒
に
出

し
た
い
と
考
え
て
い
た
ん
で
す
」

　

ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ
コ
ー
ヒ
ー
を
専
門

に
扱
う
堀
口
珈
琲
の
初
期
メ
ン
バ
ー
と

し
て
入
社
し
た
仙
北
屋
さ
ん
は
、
こ
こ

で
本
格
的
に
焙
煎
を
学
ん
だ
。

　

そ
し
て
20
代
後
半
で
独
立
を
考
え
は

じ
め
る
。
悩
ん
だ
末
に
目
を
向
け
た
の

が
地
元
の
珠
洲
だ
っ
た
。

「
当
時
は
田
舎
を
出
た
か
っ
た
の
で
、

絶
対
戻
る
も
ん
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
一
度
都
会
に
出
て
あ
ら
た
め
て

珠
洲
を
見
る
と
、
自
然
豊
か
で
い
い
と

こ
ろ
。
こ
こ
で
開
業
す
る
の
も
悪
く
な

い
と
考
え
ま
し
た
」

　

や
が
て
ボ
ロ
ボ
ロ
だ
っ
た
舟
小
屋
を

修
復
し
、
焙
煎
機
を
入
れ
、
コ
ー
ヒ
ー

豆
の
販
売
所
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の

が
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）。
仙
北
屋
さ

ん
が
29
歳
の
と
き
だ
っ
た
。

カ
フ
ェ
文
化
の
な
い
街
に

カ
フ
ェ
を
根
づ
か
せ
る

　

舟
小
屋
は
１
年
ほ
ど
で
思
い
の
ほ
か

早
く
軌
道
に
の
っ
た
。
若
い
女
性
が
都

会
か
ら
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
地
元
に
店
を
出

す
と
い
う
の
で
、
周
囲
が
い
ろ
い
ろ
気

1 東京から故郷に戻り、一人で焙煎所をスタートした二三味珈琲のオーナー、仙北
屋葉子さん 2 祖父が使っていた舟小屋を修復し、仙北屋さんが焙煎所とした「二
三味珈琲shop舟小屋」 3「二三味珈琲shop舟小屋」で用いる焙煎機。昨年１月
の地震以降はまだ使っていない 4 二三味珈琲が自家焙煎しているコーヒー豆。

「二三味珈琲 cafe」で販売するほか、電話かメールで注文すれば遠方でも入手可
能 5 仙北屋さんが焙煎所をスタートした能登半島の木ノ浦海岸。原点ともいえるこ
の海岸だが、地震の影響で海底が1ｍ以上隆起し、海岸線は沖に遠のいてしまった

2

34

5

２
０
２
４
年
（
令
和
６
）
１
月
１
日
、
石
川
県
能
登
地
方
を
巨
大
地
震
が
襲
い
ま
す
。「
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
」

で
す
。
復
旧
・
復
興
に
向
か
う
な
か
、
今
度
は
９
月
下
旬
に
豪
雨
災
害
が
発
生
し
ま
し
た
（
令
和
６
年
奥
能
登
豪
雨
）。

二
度
に
わ
た
る
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
能
登
半
島
の
最
北
端
、
珠す

洲ず

市
で
24
年
前
に
一
人
で
焙
煎
所
を
始
め

た
女
性
が
い
ま
す
。
開
業
に
至
る
経
緯
や
震
災
後
の
状
況
を
お
聞
き
す
る
た
め
、
現
地
を
訪
ね
ま
し
た
。

29 喫茶店がこの街にある意味―脳裏に浮かんだ廃業を乗り越えて



coff
ee

detail

に
か
け
て
く
れ
た
。
さ
ら
に
出
版
関
係

者
や
伝
統
工
芸
に
携
わ
る
作
家
な
ど
、

感
度
の
高
い
人
た
ち
が
い
ち
早
く
情
報

を
聞
き
つ
け
、
舟
小
屋
の
存
在
が
雑
誌

や
口
コ
ミ
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

旅
で
舟
小
屋
を
訪
ね
た
人
が
気
に
入
っ

て
、
帰
宅
後
に
豆
を
注
文
す
る
リ
ピ
ー

タ
ー
も
増
え
て
い
っ
た
。

　

舟
小
屋
の
オ
ー
プ
ン
か
ら
７
年
後
の

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）、
仙
北
屋
さ
ん

は
コ
ー
ヒ
ー
と
手
づ
く
り
ケ
ー
キ
を
出

す
店
「
二
三
味
珈
琲 cafe

」
を
珠
洲
の

市
街
地
に
開
い
た
。
カ
フ
ェ
で
は
イ
ー

ト
イ
ン
と
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
販
売
を
、
舟

小
屋
で
は
焙
煎
と
地
方
発
送
業
務
を
行

な
う
分
業
体
制
に
な
っ
た
。

　

カ
フ
ェ
を
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は
、「
舟

小
屋
の
コ
ー
ヒ
ー
を
味
わ
え
る
店
が
ほ

し
い
」
と
い
う
フ
ァ
ン
の
声
に
応
え
て

の
こ
と
だ
っ
た
。「
コ
ー
ヒ
ー
は
生
豆
の

質
が
重
要
」
と
仙
北
屋
さ
ん
が
言
う
よ

う
に
、
堀
口
珈
琲
時
代
に
縁
の
で
き
た

信
頼
で
き
る
バ
イ
ヤ
ー
か
ら
世
界
で
も

ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
豆
だ
け
を
仕
入
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
仙
北
屋
さ
ん
の
焙
煎
が

加
わ
り
、
コ
ー
ヒ
ー
通
を
も
唸う

な

ら
せ
る

味
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

　

カ
フ
ェ
は
、
当
時
ケ
ー
キ
教
室
に
通

っ
て
い
た
仙
北
屋
さ
ん
の
お
姉
さ
ん
と
、

地
元
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
勤
め

て
い
た
従い

姉と

妹こ

の
３
人
で
ス
タ
ー
ト
し

た
。
物
件
は
当
初
候
補
に
し
て
い
た
場

所
が
あ
っ
た
が
折
り
合
い
が
つ
か
ず
、

街
を
歩
い
て
い
て
偶
然
見
つ
け
た
空
き

物
件
に
決
め
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
珠
洲
に
は
カ
フ

ェ
文
化
が
な
く
、「
喫
茶
店
や
る
な
ら
カ

ラ
オ
ケ
マ
シ
ン
を
置
か
な
い
と
」
と
い

う
周
り
か
ら
の
助
言
が
あ
っ
た
ほ
ど
。

「
う
ち
の
店
は
ガ
ラ
ス
張
り
で
す
。
昼

間
か
ら
主
婦
が
カ
フ
ェ
に
い
る
と
、
遊

ん
で
い
る
と
思
わ
れ
そ
う
で
入
り
に
く

い
…
…
と
人
目
を
気
に
す
る
声
も
あ
り

ま
し
た
。
地
域
性
も
あ
る
の
で
し
ょ
う

が
、
今
じ
ゃ
信
じ
ら
れ
な
い
で
す
よ

ね
」
と
仙
北
屋
さ
ん
は
笑
う
。
赤
ち
ゃ

ん
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
み
ん
な
が
く
つ

ろ
げ
る
店
。
そ
れ
が
仙
北
屋
さ
ん
の
掲

げ
た
テ
ー
マ
だ
っ
た
。

　

カ
フ
ェ
に
は
平
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

親
子
や
老
夫
婦
、
友
人
同
士
、
一
人
で

く
つ
ろ
ぐ
女
性
な
ど
が
ひ
っ
き
り
な
し

に
訪
れ
て
い
た
。

自
然
の
猛
威
に

さ
ら
さ
れ
て

　

昨
年
元
日
の
能
登
半
島
地
震
発
生
時
、

仙
北
屋
さ
ん
は
狼の

ろ
し
ま
ち

煙
町
の
自
宅
で
家
族

と
過
ご
し
て
い
た
。
幸
い
大
き
な
被
害

は
出
な
か
っ
た
が
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が

止
ま
り
し
ば
ら
く
は
湧
き
水
で
過
ご
す

日
々
が
続
い
た
。
集
落
内
に
あ
る
湧
き

水
を
男
性
陣
が
汲
み
に
行
き
、
そ
れ
を

生
活
用
水
に
し
て
い
た
。

　

避
難
先
の
集
会
所
で
は
大
釜
に
湧
き

水
を
張
っ
て
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
で
沸
か
し
、

そ
こ
に
支
援
物
資
の
パ
ン
を
袋
ご
と
投

入
し
た
。

「
電
子
レ
ン
ジ
が
な
く
て
も
フ
カ
フ
カ

に
温
め
て
食
べ
ら
れ
る
の
は
発
見
で
し

た
。
与
え
ら
れ
た
環
境
の
な
か
で
少
し

で
も
前
を
向
け
る
よ
う
、
み
ん
な
で
知

恵
を
絞
っ
て
い
ま
し
た
」

　

店
は
と
い
う
と
、
カ
フ
ェ
は
元
日
か

ら
２
週
間
の
冬
休
み
に
入
る
予
定
で
、

カ
ッ
プ
類
は
す
べ
て
引
き
出
し
に
し
ま

っ
て
い
た
こ
と
で
破
損
を
免
れ
、
焙
煎

機
は
倒
れ
て
い
た
が
な
ん
と
か
使
え
る

状
態
は
保
っ
て
い
た
。
何
よ
り
建
物
自

体
、
窓
ガ
ラ
ス
も
割
れ
ず
無
事
だ
っ
た

こ
と
が
大
き
い
。
も
と
も
と
酒
の
卸
売

業
者
が
倉
庫
と
し
て
使
っ
て
い
た
建
物

だ
っ
た
た
め
、
鉄
骨
造
り
で
頑
丈
だ
っ

た
の
だ
。

　

舟
小
屋
は
屋
根
瓦
が
落
ち
た
り
扉
が

外
れ
た
り
し
た
も
の
の
、
倒
壊
は
せ
ず

「
ほ
ん
と
う
に
奇
跡
だ
っ
た
」
と
仙
北

屋
さ
ん
は
言
う
。

珠
洲
に
二
三
味
珈
琲
が

あ
る
こ
と
の
意
義

　

地
震
発
生
か
ら
１
カ
月
が
経
っ
た
頃
、

仙
北
屋
さ
ん
と
ス
タ
ッ
フ
は
カ
フ
ェ
に

集
ま
り
、
配
給
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水

で
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
て
振
る
舞
っ
た
。

こ
の
と
き
、
震
災
後
に
初
め
て
会
っ
て
、

「
生
き
て
た
の
？
」
と
泣
い
て
抱
き
合

う
人
た
ち
も
い
た
と
い
う
。

6 以前は舟小屋でも焙煎していたが、震災後は「二三味珈琲 
cafe」だけで焙煎を行なう。コーヒー豆は鮮度が大切なので、常
に必要最低限の量だけ焙煎する 7 ペーパードリップによる深
煎りコーヒーを提供する「二三味珈琲 cafe」 8 印象的なプレ
ート看板、現代美術作家・飯川雄大（いいかわ・たけひろ）さん
の作品《ピンクの猫の小林さん》と関連グッズ、木製のテーブ
ルやイスなど「二三味珈琲 cafe」はディテールにもこだわる

6

7

8
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二三
味珈琲 ca

fe

cake 「
そ
の
様
子
を
店
先
で
見
て
い
て
、
街

に
お
け
る
カ
フ
ェ
の
役
割
と
い
う
か
、

う
ち
の
店
の
役
割
っ
て
こ
う
い
う
こ
と

な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

正
直
廃
業
も
考
え
た
の
で
す
が
、
店
が

無
事
だ
っ
た
こ
と
に
も
背
中
を
押
さ
れ

た
気
が
し
て
」
と
仙
北
屋
さ
ん
は
語
る
。

　

２
月
に
入
り
、
カ
フ
ェ
は
週
末
の
み

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
形
で
営
業
を
再
開
し

た
。
電
気
と
ガ
ス
が
復
旧
し
て
営
業
で

き
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と
、「
や

れ
る
人
は
や
ら
な
き
ゃ
」
と
い
う
地
元

で
食
堂
を
営
む
友
人
か
ら
の
後
押
し
も

大
き
か
っ
た
。

　

現
在
も
完
全
に
戻
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
様
子
を
見
つ
つ
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で

の
営
業
だ
。
焙
煎
も
発
送
業
務
も
す
べ

て
カ
フ
ェ
で
行
な
っ
て
い
る
た
め
、
舟

小
屋
は
今
も
休
業
し
て
い
る
。

　

仙
北
屋
さ
ん
は
現
在
、〈
ギ
ラ
ギ
ラ
し

た
仕
掛
け
〉
を
思
案
中
だ
と
い
う
。

「
こ
れ
ま
で
は
、
街
に
溶
け
込
む
よ
う

な
店
づ
く
り
を
目
指
し
て
き
ま
し
た
。

で
も
、
震
災
で
珠
洲
が
元
気
を
な
く
し

て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
何
か
意
表
を

つ
く
よ
う
な
か
っ
こ
い
い
店
づ
く
り
が

で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
や
る

な
ら
今
だ
と
思
っ
て
動
こ
う
と
す
る
た

び
に
、
余
震
や
９
月
の
豪
雨
が
起
き
る

の
で
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
」

　

舟
小
屋
の
オ
ー
プ
ン
か
ら
24
年
経
つ

が
、
二
三
味
珈
琲
に
は
い
ま
だ
に
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
な
い
。
そ

れ
で
も
お
い
し
さ
は
口
コ
ミ
で
広
が
り
、

気
づ
け
ば
全
国
に
手
を
差
し
伸
べ
て
く

れ
る
人
が
い
る
こ
と
が
、
仙
北
屋
さ
ん

の
大
き
な
励
み
に
な
っ
て
い
る
。

「
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
で
い
つ
で
も
こ
の

場
所
に
帰
っ
て
来
ら
れ
ま
す
よ
う
に
」

と
い
う
二
三
味
珈
琲
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

の
言
葉
通
り
、
こ
こ
で
焙
煎
し
た
豆
で

コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
て
飲
め
ば
、
離
れ
た

場
所
に
い
て
も
舟
小
屋
の
風
景
を
思
い

出
す
。
い
つ
か
ま
た
訪
れ
た
い
し
、
二

三
味
珈
琲
の
第
二
章
を

楽
し
み
に
待
ち
た
い
と

思
う
。

（
２
０
２
４
年
11
月
29
日
取
材
）

二三味珈琲 cafe
石川県珠洲市飯田町7-30-1
Tel. 0768-82-7023
営業時間
カフェ営業 （金・土・日 ）
10:00～16:00
テイクアウトのみ （水・木）
10:00～15:00

9もともとパティシエを目指していた仙
北屋さんの店だけに、ケーキ類も充実 
10温かみのある「二三味珈琲 cafe」
の店内。天井の梁からこの建物が鉄
骨造りであることがわかる。頑丈な造り
が幸いし、能登半島地震でも建物自
体は大きな被害を免れた

9

10

【喫茶店の求心力】

31 喫茶店がこの街にある意味―脳裏に浮かんだ廃業を乗り越えて
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図	 コーヒーの1週間当たり平均飲用杯数（場所別） 

※隔年10月に調査。
調査対象は12歳以
上79歳まで。集計対
象サンプル数は4000 

※飲用場所不明のケ
ースがあるため、場所別
の合計と全体の数値
は必ずしも合致しない 

※2020年は郵送調
査法で実施。2022年
はWEB調査で実施の
ため時系列で見ること
はできない　

出典：全日本コーヒー
協会「コーヒー需要動
向調査 2022年度 
第21回調査（概要）」
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on roast
H

igh roast

コ
ー
ヒ
ー
の
味
に
こ
だ
わ
る

喫
茶
店
は
日
本
独
特
な
文
化

　

現
代
の
喫
茶
店
で
は
、
コ
ー
ヒ
ー
、

紅
茶
、
炭
酸
飲
料
、
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
飲
み
も
の
を
提
供
す
る
。
し

か
し
、
日
本
に
喫
茶
店
が
生
ま
れ
た
源

に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
で
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
み
な
が
ら
芸
術
家
た
ち
が
語
り
合

う
「
カ
フ
ェ
」
の
雰
囲
気
を
持
ち
込
も

う
と
し
た
人
た
ち
が
い
た
。
旦た
ん

部べ

幸
博

さ
ん
に
よ
る
と
、
17
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス

の
「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
」
は
、
そ
れ
ま

で
ア
ル
コ
ー
ル
類
を
飲
む
店
し

か
な
か
っ
た
な
か
、
初
め
て
生

ま
れ
た
「
素し
ら

面ふ

で
語
り
合
え
る

飲
食
店
」。
イ
ギ
リ
ス
で
紅
茶

の
飲
用
が
一
般
化
す
る
の
は
18

世
紀
後
半
な
の
で
、
喫
茶
店
の

核
に
は
コ
ー
ヒ
ー
が
あ
る
。

　

コ
ー
ヒ
ー
は
、
日
本
で
は
一

部
の
地
域
で
し
か
栽
培
さ
れ
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多

く
の
人
が
飲
ん
で
い
る
。（
一

社
）
全
日
本
コ
ー
ヒ
ー
協
会
の

調
べ
で
は
、
日
本
の
コ
ー
ヒ
ー

の
消
費
量
は
Ｅ
Ｕ
、
ア
メ
リ
カ
、

ブ
ラ
ジ
ル
に
次
ぐ
世
界
第
４
位

（
一
人
当
た
り
の
消
費
量
に
換
算
す
る
と

順
位
は
だ
い
ぶ
下
が
る
）。
そ
し
て
日
本
人

が
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
場
所
は
「
家
庭
」

が
圧
倒
的
で
、「
職
場
・
学
校
」、
自
販

機
な
ど
の
「
そ
の
他
」
と
続
き
、「
喫
茶

店
・
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
」
は
第
４
位

と
な
っ
て
い
る
（
図
参
照
）。「
喫
茶
店
に

足
を
運
ん
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
」
こ
と

は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
非
日
常
的
な
行
為

と
い
え
る
。

　

１
９
８
０
年
（
昭
和
55
）
に
日
本
へ
導

入
さ
れ
た
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
式
の
カ
フ

ェ
は
、
チ
ェ
ー
ン
ご
と
に
価
格
が
定
め

ら
れ
入
り
や
す
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

マ
ス
タ
ー
が
一
杯
ず
つ
コ
ー
ヒ
ー
を
淹

れ
て
く
れ
る
よ
う
な
、
昔
な
が
ら
の
喫

茶
店
は
「
常
連
が
多
そ
う
で
少
し
入
り

づ
ら
い
」
と
い
う
声
が
あ
る
一
方
で

「
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
で
魅
力
的
」
と
肯
定

的
な
声
も
あ
り
、
編
集
部
内
で
も
意
見

は
割
れ
た
。

　

昭
和
レ
ト
ロ
ブ
ー
ム
で
脚
光
を
浴
び

る
「
純
喫
茶
」
は
、
旦
部
さ
ん
の
分
析

に
よ
る
と
「
あ
の
独
特
な
ス
タ
イ
ル
の

喫
茶
店
は
世
界
中
ど
こ
を
見
て
も
存
在

し
な
い
、
日
本
独
自
の
文
化
」
で
あ
る
。

ク
レ
イ
グ
・
モ
ド
さ
ん
が
心
惹
か
れ
た

ピ
ザ
ト
ー
ス
ト
を
は
じ
め
、
ナ
ポ
リ
タ

ン
、
コ
ー
ヒ
ー
ゼ
リ
ー
、
プ
リ
ン
な
ど

が
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
人
気
が
あ
る
の
も

う
な
ず
け
る
。

　

２
０
１
２
年
（
平
成
24
）
に
ア
メ
リ
カ

の
文
化
人
類
学
者
、メ
リ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト

が
日
本
独
自
の
喫
茶
店
と
珈
琲
の
文
化

を
紹
介
す
る『Coffee Life in Japan

』

（
邦
題
『
改
訂
新
版 

コ
ー
ヒ
ー
と
日
本
人
の
文
化

誌
―
―
世
界
最
高
の
コ
ー
ヒ
ー
が
生
ま
れ
る
場
所
』

２
０
２
３
）
を
著
す
。
２
０
１
４
年
（
平

成
26
）
に
公
開
さ
れ
た
映
画
『A

 FILM
 

A
BO

U
T

 CO
FFEE

』
で
は
大だ
い

坊ぼ
う

勝

次
さ
ん
も
紹
介
さ
れ
た
。
監
督
の
ブ
ラ

ン
ド
ン
・
ロ
ー
パ
ー
は
「
大
坊
さ
ん
の

コ
ー
ヒ
ー
は
特
別
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

何
事
に
も
妥
協
せ
ず
、
研
ぎ
澄
ま
せ

る
特
性
を
も
つ
日
本
人
が
磨
き
上
げ
た

喫
茶
店
が
、
海
外
か
ら
文
化
と
し
て
評

価
さ
れ
る
の
は
ち
ょ
っ
と
誇
ら
し
い
。

喫
茶
空
間
を
つ
く
る
の
は

店
主
と
客（
私
た
ち
）

　

個
人
経
営
の
喫
茶
店
に
は
個
性
が
あ

る
。
外
観
か
ら
イ
ン
テ
リ
ア
、食
器
ま
で
、

店
主
の
こ
だ
わ
り
が
色
濃
く
出
る
か
ら

だ
。
最
た
る
も
の
が
コ
ー
ヒ
ー
の
味
。

京
都
「
六ろ
く

曜よ
う

社し
ゃ

珈
琲
店
」
三
代
目
・
奥

野
薫く
ん

平ぺ
い

さ
ん
は
、
自
身
の
好
み
と
は
少

し
違
う
が
「
常
連
さ
ん
が
戸
惑
わ
な
い

よ
う
に
」
と
先
代
の
味
を
変
え
て
い
な

い
。
大
阪
「
喫
茶 H

O
M

ER

」
の
山

本
昌
良
さ
ん
は
、
豆
を
変
え
て
な
い
の

に
い
つ
も
の
味
が
出
せ
な
け
れ
ば
、
す

ぐ
さ
ま
仕
入
先
へ
改
善
を
要
求
す
る
。

「CA
FE D

E 

サ
ロ
ッ
ト
」
の
安
田
和
志

さ
ん
も
同
じ
だ
っ
た
。

　

で
は
、
喫
茶
店
は
店
主
か
ら
提
供
さ

れ
る
も
の
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
か

と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
だ
。

　

名
古
屋
「
珈
琲
専
門
店 

蘭
」
の
永

井
博
子
さ
ん
・
浅
野
美
和
子
さ
ん
姉
妹

喫
茶
店
は〈
水
場
〉の
ひ
と
つ
だ

編
集
部

【文化をつくる】

特
集「
街
な
か
の
喫
茶
店
」は
い
か
が
で
し
た
か
？ 

実
は『
水
の
文
化
』編
集
部
で
は
、当
初「
コ
ー
ヒ
ー
と
水
」

の
関
係
に
注
目
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
調
べ
て
い
く
う
ち
に
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
を
提
供
す
る
喫
茶
店
、
そ
れ
も
個

人
が
経
営
す
る
小
規
模
な
店
の
「
喫
茶
空
間
」
に
強
い
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、テ
ー
マ
の
方
向
性
を
シ
フ
ト

し
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
方
に
お
話
を
聞
い
た
本
特
集
に
つい
て
、
編
集
部
の
視
点
か
ら
振
り
返
り
ま
す
。
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　2024年（令和6）6月、地域おこし
協力隊（以下、協力隊）の若い夫婦が山
間部にカフェを開いた。福島県南会
津町の「キコリカフェ」だ。
　キコリカフェは、木地師をルーツ
とする木材販売・住宅建築企業、株
式会社オグラの「きこりの店」のイン
ストアとしてオープンした。同社社長
の小椋（おぐら）敏光さんが協力隊の
茶圓（ちゃえん）秀介さん、いずみさん
夫婦に出会ったことがきっかけだ。
まずは小椋さんが建てたモデルハウ
スを、観光客が泊まれる貸し切り一
軒家「キコリハウス」とした。
　協働の第二弾が「キコリカフェ」。
ところが秀介さんは「飲食業をやり
たいと思ったことは一度もなかった」
と意外な言葉を口にする。
「経済的合理性を考えると飲食店
は厳しいですよね。ただし、私がこ
の地域でできることを考えると、準
備期間が短くて、しかも必要最低限
の設備投資でスタートできるのは飲
食店かな、と」
　協力隊になる前は鉄道会社で新
駅周辺の都市開発を担当した秀介
さんに、飲食店の開業は魅力的では
なかったが現実的ではあった。
　小椋さんには「建築家や木工家で
はない『ふつうの人』が魚や野菜と
同じ感覚で木材を買い、身の回りの
ものをつくろうと思う世の中にした
い」との夢がある。木材を身近に感
じてもらおうと社屋を買い物もでき
るショールームとし、木材の勉強・見
学会を長年続けてきた。
　カフェを開き人びとをショールーム
に導こうとオープンしたキコリカフェ。
半年が過ぎて想定外のことが起きて
いた。「30年以上やっていて『一度
も来たことなかったわ』と言う地元の

人がたくさん来るんです」と小椋さん
は驚き、秀介さんは「観光客をメイ
ンに考えていたので、地元の人がこ
んなに来るとは思わなかった」と笑う。
　カフェが木の香り漂う空間への

〈誘い水〉にもなることを知った。
（2024年12月20日取材）

カフェが住民の〈誘い水〉に

❶秀介さんが淹れるコーヒー、 いず
みさんが焼くパン、 いずみさんの友
人がつくるケーキ ❷小椋敏光さん

（ 右 ）と茶圓秀介さん（ 左 ）。 茶圓さ
ん夫婦は地域おこし協力隊を退任し
て、自分たちの事業に専念

キコリカフェ
福島県南会津郡南会津町岩下93
金・土・日 10:00-16:00 （臨時休業あ
り。営業日はSNSにて要確認）

C
ity roast

Fullcity roast

French roast

Italian roast

は
女
性
客
が
残
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー

ド
を
愛
お
し
そ
う
に
見
せ
て
く
れ
た
。

「
い
か
に
黙
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
接

客
方
法
に
行
き
つ
い
た
大
坊
さ
ん
も
閉

店
が
決
ま
っ
た
後
、
た
く
さ
ん
の
人
に

「
こ
こ
で
の
時
間
は
貴
重
で
し
た
」
と

言
わ
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
と
語
る
。

　

喫
茶
店
と
い
う
空
間
に
は
、
訪
れ
る

私
た
ち
客
側
も
ま
た
影
響
を
与
え
て
い

る
の
だ
と
思
う
。

「
五
感
」を
刺
激
す
る

コ
ー
ヒ
ー
と
い
う
液
体

　

今
回
紹
介
し
た
喫
茶
店
は
、
あ
る
程

度
の
歳
月
を
経
た
店
ば
か
り
だ
。
し
か

し
、
旦
部
さ
ん
が
い
う
「
新
ス
タ
イ
ル

の
カ
フ
ェ
」
を
最
近
開
業
し
た
比
較
的

若
い
人
が
喫
茶
空
間
を
ど
う
考
え
て
い

る
の
か
も
知
り
た
い
。
そ
こ
で
編
集
部

が
面
識
の
あ
る
「
キ
コ
リ
カ
フ
ェ
」
の

茶ち
ゃ

圓え
ん

秀
介
さ
ん
（
34
歳
）
に
話
を
聞
い
た

（
コ
ラ
ム
参
照
）。

　

開
業
し
て
半
年
。
予
想
に
反
し
て
地

元
の
人
が
大
勢
や
っ
て
く
る
様
を
見
て
、

茶
圓
さ
ん
は
「
カ
フ
ェ
や
喫
茶
店
は
、

ご
は
ん
を
食
べ
に
来
る
、
お
茶
し
に
来

る
と
い
う
機
能
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が

見
て
と
れ
た
」
と
言
う
。
飲
食
店
を
営

む
つ
も
り
は
な
か
っ
た
「
喫
茶
店
に
憧

れ
の
な
い
人
」
ゆ
え
の
率
直
な
意
見
だ
。

コ
ー
ヒ
ー
と
い
う
液
体
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
に
及
ぼ
す
影
響
は
ど
う
か
。

「
お
茶
も
そ
う
で
す
が
コ
ー
ヒ
ー
は
特

に
香
り
が
強
い
で
す
ね
。
コ
ー
ヒ
ー
が

五
感
を
刺
激
す
る
こ
と
で
感
覚
的
な
部

分
も
活
性
化
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
円
滑
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

能
登
半
島
で
焙
煎
所
を
開
き
カ
フ
ェ

も
設
け
た
仙せ
ん

北ぼ
く

屋や

葉
子
さ
ん
は
「
こ
の

豆
で
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
る
と
能
登
の
風

景
を
思
い
出
す
ん
で
す
っ
て
」
と
頰
を

緩
め
た
。
電
話
か
メ
ー
ル
だ
け
な
の
に

豆
の
注
文
が
相
次
ぐ
の
は
、
そ
の
豆
を

淹
れ
て
飲
む
こ
と
で
能
登
に
一
瞬
戻
れ

る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

五
感
は
視
・
聴
・
嗅
・
味
・
触
だ
。

店
内
の
絵
画
を
見
て
、
音
楽
や
人
の
話

し
声
を
聞
き
、
な
ぎ
ら
健
壱
さ
ん
が
記

し
た
よ
う
に
香
り
を
嗅
ぎ
、
温
度
変
化

で
変
わ
る
コ
ー
ヒ
ー
を
味
わ
い
、
カ
ッ

プ
も
触
る
―
―
。
見
る
、
聞
く
、
嗅
ぐ
、

味
わ
う
、
触
る
は
コ
ー
ヒ
ー
を
提
供
す

る
喫
茶
空
間
に
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
。

喫
茶
空
間
は

現
代
の
井
戸
端
か
？

　

迂う

闊か
つ

に
も
、
古
い
喫
茶
店
に
は
地
域

の
記
憶
も
眠
っ
て
い
る
と
思
い
至
ら
な

か
っ
た
。
気
づ
い
た
の
は
難
波
里
奈
さ

ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
伺
っ
た
東
京

都
文
京
区
の
「
こ
ゝ
ろ
」
で
、
お
か
み

さ
ん
（
店
主
の
母
親
）
か
ら
１
９
６
０
年
代

末
の
東
大
紛
争
の
話
を
聞
い
て
か
ら
だ
。

　

店
内
に
は
主
張
が
異
な
る
セ
ク
ト
の

学
生
た
ち
が
離
れ
た
席
に
座
り
、
そ
の

合
間
に
私
服
の
刑
事
が
潜
み
、
２
階
で

は
教
授
が
学
生
た
ち
を
集
め
て
ゼ
ミ
を

開
い
て
い
た
…
…
。
こ
れ
が
ほ
ん
の
10

分
で
聞
い
た
話
だ
。
難
波
さ
ん
が
「
純

喫
茶
は
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
宝

庫
」
と
称
し
た
理
由
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
日
本
独
特
の
文
化
で
あ
る

「
昔
な
が
ら
の
喫
茶
店
」
が
次
々
と
姿

を
消
し
て
い
る
。
そ
れ
に
気
づ
き
、
記

録
し
な
け
れ
ば
と
動
い
た
の
が
文
京
建

築
会
ユ
ー
ス
だ
。
栗く
り
ゅ
う生
は
る
か
さ
ん
は
、

銭
湯
と
喫
茶
店
は
目
的
が
あ
っ
て
誰
も

が
入
れ
る
場
所
で
、
副
次
的
に
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
場
所
だ
と

考
え
た
。「
か
つ
て
の
井
戸
端
も
そ
う
だ

っ
た
」
と
も
言
っ
た
。

　

そ
こ
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
研
究
活

動
「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ

ル
」
で
野
田
岳
仁
さ
ん
が
探
究
す
る

「
水
場
」
で
あ
り
、
そ
の
「
価
値
」
だ
。

水
汲
み
や
洗
濯
の
た
め
に
井
戸
へ
行
く

の
だ
が
、
他
愛
も
な
い
世
間
話
が
楽
し

い
し
、
誰
が
い
る
か
行
っ
て
み
な
い
と

わ
か
ら
な
い
偶
発
的
な
面
も
あ
る
。

　

水
を
コ
ー
ヒ
ー
に
置
き
換
え
れ
ば
、

喫
茶
空
間
も
一
種
の
「
水
場
」
と
言
っ

て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
コ
ー
ヒ
ー
を

飲
む
こ
と
を
水
分
補
給
の
一
手
段
と
す

れ
ば
、
冒
頭
の
調
査
の
よ
う
に
家
で
飲

め
ば
い
い
の
に
、
な
ぜ
人
は
喫
茶
空
間

に
足
を
運
ぶ
の
か
。
そ
れ
は
偶
然
の
出

会
い
や
思
わ
ぬ
刺
激
が
得
ら
れ
る
非
日

常
的
な
楽
し
さ
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

「
銀
座
三
大
カ
フ
ェ
ー
」
が
開
業
し
て

１
１
４
年
、
そ
の
前
身
と
な
っ
た
「
可カ
ツ

否ヒ
ー

茶さ

館か
ん

」
が
生
ま
れ
て
１
３
７
年
。
戦

争
を
挟
ん
で
戦
前
の
味
を
追
い
求
め
る

人
た
ち
が
い
て
、
過
当
競
争
で
追
い
込

ま
れ
た
人
た
ち
が
教
え
を
乞
い
、
自
家

焙
煎
を
追
究
す
る
人
た
ち
が
現
れ
た
。

歌
声
喫
茶
や
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
孤
独
な
若

者
た
ち
の
居
場
所
だ
っ
た
し
、「
で
も
し

か
喫
茶
」（
ｐ
８
参
照
）
は
不
況
の
落
と
し

子
だ
。
時
代
に
よ
っ
て
、
経
済
情
勢
に

よ
っ
て
、
日
本
の
喫
茶
店
は
そ
の
姿
を

変
え
て
き
た
。

　

ラ
ー
メ
ン
店
で
す
ら
個
人
経
営
の
店

が
閉
ま
る
な
か
、
昔
な
が
ら
の
喫
茶
店

の
苦
戦
は
続
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
ス
マ

ホ
の
普
及
で
便
利
に
な
っ
た
反
面
、
直

接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
足
り

な
い
今
だ
か
ら
こ
そ
、
不
特
定
多
数
が

集
ま
る
「
水
場
」
と
し

て
の
喫
茶
空
間
に
は
、

大
事
な
役
割
が
残
さ
れ

て
い
る
。

1

2

【文化をつくる】

33 喫茶店は〈水場〉のひとつだ
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能登の郷土料理として親しまれる「いしりの貝焼き」

イ
カ
や
魚
を
使
っ
た

多
様
性
の
あ
る
調
味
料

　
石
川
県
・
能
登
地
方
に
伝
わ
る
「
い
し
り
」（
注
）

は
イ
カ
や
魚
な
ど
を
原
料
に
し
た
魚ぎ

ょ
し
ょ
う醤で

、
秋
田

県
の
「
し
ょ
っ
つ
る
」
や
香
川
県
の
「
い
か
な
ご

醤
油
」
と
並
ぶ
日
本
三
大
魚
醤
の
一
つ
で
あ
る
。

　

魚
醤
は
穀
物
が
原
料
の
し
ょ
う
ゆ
よ
り
も
歴
史

が
古
く
、
平
安
時
代
の
『
延
喜
式
』
に
魚
の
塩
辛

に
漬
け
た
も
の
と
い
う
発
酵
技
術
が
す
で
に
記
載

さ
れ
て
お
り
、
能
登
で
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代

に
は
い
し
り
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

２
０
２
４
年
（
令
和
６
）
３
月
、
地
域
の
農
林
水
産

物
や
食
品
ブ
ラ
ン
ド
を
守
る
農
林
水
産
省
の
「
地

理
的
表
示
（
Ｇ
Ｉ
）
保
護
制
度
」
に
、
い
し
り
が
７

年
越
し
で
登
録
さ
れ
た
。
い
し
り
の
製
造
に
関
す

る
原
則
は
三
つ
。
魚
介
と
塩
を
使
っ
て
い
る
こ
と
、

能
登
地
方
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
１
年
以
上

発
酵
さ
せ
て
い
る
こ
と
。
以
上
が
カ
バ
ー
で
き
て

い
れ
ば
、
あ
と
は
こ
れ
と
い
っ
た
決
ま
り
が
な
い
。

「
原
料
の
魚
介
も
、
基
本
的
に
何
を
使
っ
て
も
構

い
ま
せ
ん
。
で
も
、
こ
こ
能
登
町
で
は
イ
カ
、
輪

島
市
で
は
イ
ワ
シ
や
サ
バ
を
使
う
の
が
伝
統
で
す
。

そ
の
地
域
で
獲
れ
る
も
の
を
原
料
に
し
て
き
た
背

景
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
い
ろ
い
ろ
チ
ョ
イ
ス

で
き
る
な
ん
て
多
様
性
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
で

す
よ
ね
」
と
話
す
の
は
、
能
登
い
し
り
・
い
し
る

生
産
者
協
議
会
の
船
下
智
香
子
会
長
だ
。

　

夫
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
シ
ェ
フ
の
ベ
ン

ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ッ
ト
さ
ん
（
愛
称
・
ベ
ン
さ
ん
）
と
と

も
に
、
船
下
さ
ん
は
い
し
り
を
つ
く
る
。
夫
婦
で

経
営
す
る
能
登
イ
タ
リ
ア
ン
と
発
酵
食
の
宿
「
ふ

ら
っ
と
」
で
ベ
ン
さ
ん
が
提
供
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

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
、海
の
幸
に
恵
ま
れ
た

日
本
海
に
面
し
、イ
カ
漁
な
ど
が
盛
ん
な
能
登

半
島
で
受
け
継
が
れ
る
魚
醤「
い
し
り
」で
す
。

イ
カ
の
内
臓
を
発
酵
さ
せ
て

つ
く
る
天
然
の
調
味
料

い
し
り

い
し
り
（
石
川
県
鳳
珠
郡
能
登
町
） 24

水の文化 78号　食の風土記
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料
理
に
も
、
い
し
り
は
欠
か
せ
な
い
。

能
登
の
気
候
風
土
が
育
む

い
し
り
の
伝
統
を
つ
な
ぎ
た
い

　

い
し
り
は
寒
い
冬
に
仕
込
み
、
翌
年

の
冬
に
で
き
あ
が
る
。
原
材
料
は
「
ゴ

ロ
」
と
呼
ば
れ
る
イ
カ
（
主
に
ス
ル
メ
イ
カ
）

の
内
臓
と
塩
の
み
。
取
り
出
し
た
ゴ
ロ

と
塩
を
タ
ン
ク
に
投
入
し
て
攪か

く
は
ん拌

し
、

そ
の
後
自
然
発
酵
さ
せ
る
。

　

製
法
は
シ
ン
プ
ル
だ
が
、
能
登
の
自

然
環
境
が
い
し
り
づ
く
り
に
向
い
て
い

る
と
船
下
さ
ん
は
言
う
。

「
夏
と
冬
の
寒
暖
差
が
激
し
く
、
降
水

量
が
多
い
。
梅
雨
時
期
は
特
に
湿
度
が

高
い
。
こ
の
能
登
特
有
の
気
候
が
発
酵

を
促
し
、
い
し
り
を
お
い
し
く
し
ま
す
」

　

ほ
ん
の
り
魚
介
が
香
る
い
し
り
は
、

し
ょ
う
ゆ
の
２
倍
の
う
ま
み
成
分
を
含

む
と
い
う
。
鍋
や
煮
物
の
隠
し
味
に
は

も
ち
ろ
ん
、
浅
漬
け
な
ど
に
垂
ら
す
の

も
お
勧
め
だ
。
こ
の
日
は
ベ
ン
さ
ん
が

「
い
し
り
の
貝
焼
き
」
を
つ
く
っ
て
く

れ
た
。
ホ
タ
テ
の
貝
殻
を
鍋
が
わ
り
に

使
い
、
イ
カ
や
野
菜
を
昆
布
だ
し
と
い

し
り
で
煮
な
が
ら
味
わ
う
郷
土
料
理
だ
。

「
い
し
り
は
乳
製
品
と
も
相
性
が
よ
く
、

い
し
り
と
牛
乳
だ
け
で
ゴ
ル
ゴ
ン
ゾ
ー

ラ
チ
ー
ズ
の
よ
う
な
深
み
の
あ
る
味
に

も
な
り
ま
す
。
私
の
つ
く
る
イ
タ
リ
ア

料
理
に
も
た
く
さ
ん
使
い
ま
す
。
和
・

洋
・
中
、
ど
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
に
も
合
い

ま
す
よ
」
と
ベ
ン
さ
ん
は
言
う
。

　

能
登
町
商
工
会
で
経
営
指
導
に
携
わ

る
向
口
宏
さ
ん
は
、「
い
し
り
は
家
に
あ

っ
て
も
た
ま
に
使
う
程
度
で
し
た
が
、

ベ
ン
さ
ん
特
製
の
ポ
テ
ト
ス
ー
プ
を
飲

ん
だ
と
き
に
あ
ら
た
め
て
い
し
り
の
魅

力
に
気
づ
き
ま
し
た
。
今
は
食
卓
に
欠

か
せ
ま
せ
ん
」
と
話
す
。

　

２
０
２
４
年
元
日
の
能
登
半
島
地
震

で
、
い
し
り
も
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受

け
た
。
船
下
さ
ん
た
ち
の
タ
ン
ク
な
ど

設
備
は
無
事
だ
っ
た
が
、
倒
壊
や
断
水

の
影
響
で
製
造
が
停
止
し
た
生
産
者
も

相
次
い
だ
。
し
か
も
、
い
ま
だ
に
断
水

し
た
ま
ま
の
地
域
も
あ
る
。

「
地
震
が
起
き
る
ま
で
は
、
水
が
こ
れ

ほ
ど
人
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
も
の

だ
と
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
、
災
害
時
に
電
気
が
止
ま
っ

て
冷
蔵
設
備
が
使
え
な
く
な
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
い
し
り
を
は
じ
め
と
す
る

保
存
食
の
知
恵
は
絶
対
に
必
要
。
受
け

継
が
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
」
と
、
船

下
さ
ん
は
語
る
。

　

い
し
り
の
製
造
工
程
で
水
は
使
わ
な

い
も
の
の
、
い
し
り
を
生
み
出
す
気
候

風
土
や
海
か
ら
は
水
の
恵
み
を
し
っ
か

り
と
感
じ
た
。
ま
た
、
能
登
で
起
き
た

こ
と
か
ら
も
、
あ
ら
た
め
て
人
と
水
の

関
係
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
い
し
り
の

伝
統
が
つ
な
が
る
こ
と
を
願
う
。

（
２
０
２
４
年
11
月
28
日
取
材
）

「いしりの貝焼き」のつくり方

（注）いしり
能登町では「いしり」と呼ぶが、地域により「いしる」や「よしる」
など呼び方が異なる。2023年には、いしりの地域に根ざした
製法が国の登録無形民俗文化財に登録された。

［問い合わせ］
能登いしり・いしる生産者協議会（事務局：能登町商工会）
〒927-0433 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ヲ字1番地12
Tel.0768-62-0181

イカの胴からワタや墨袋などを取り除き、さばいたら適度な大きさに切る
大根、ねぎ、なす、にんじん、椎茸を好みの大きさに切る
鍋にかけた昆布だしが沸騰したらいしりを入れ、味をみながら好みの濃さに調整する
３のだしが完成したらホタテの貝殻に具材を並べ、そこへだしを注ぐ。卓上コンロに
かけて煮込み、火の通ったものから食べる

1高台から見た能登町の風景。この気候風土がいしりを育てる 2能登いしり・いしる生産者
協議会会長の船下智香子さん 3船下さんの夫であるベンジャミン・フラットさん 4能登いし
り・いしる生産者協議会をサポートする能登町商工会の向口宏さん 5万能調味料のいしり。
生産者ごとにパッケージは異なる 6いしりはタンクなどで自然発酵させてつくる 7「いしりの
貝焼き」に使う材料

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
、海
の
幸
に
恵
ま
れ
た

日
本
海
に
面
し
、イ
カ
漁
な
ど
が
盛
ん
な
能
登

半
島
で
受
け
継
が
れ
る
魚
醤「
い
し
り
」で
す
。

1

2

3

4
1 
2
3
4

4 237

5

6

1

イカの内臓を発酵させてつくる天然の調味料 いしり
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存
続
の
岐
路
に
立
つ

名
水
百
選
選
定
地

環
境
省
に
よ
る
１
９
８
５
年
（
昭
和
60
）

の
「
昭
和
の
名
水
百
選
」
か
ら
40
年
が
経

過
し
、
存
続
の
岐
路
に
立
つ
名
水
百
選

選
定
地
が
目
立
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
存
続

の
岐
路
と
い
う
の
は
、
水
場
の
利
用
者
・

管
理
者
の
減
少
や
高
齢
化
に
よ
っ
て
水

場
の
維
持
管
理
が
困
難
と
い
っ
た
表
面

的
な
問
題
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

現
場
の
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

　
　
　

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
は
、

名
水
百
選
の
選
定
地
で
あ
る
長
崎
県
島
原
市
の
「
島
原
湧
水
群
」
で
研
究
活

動
を
積
み
重
ね
ま
し
た
。

か
じ
取
り
役
で
あ
る
法
政
大
学
現
代
福
祉
学
部
准
教
授
の
野
田
岳
仁
さ
ん
の

指
導
の
も
と
、
３
年
生
の
ゼ
ミ
生
11
名
が
２
０
２
４
年
（
令
和
６
）
５
月
に
４
日

間
、
８
月
に
１
・
５
日
間
（
台
風
10
号
接
近
に
よ
り
日
程
短
縮
）
、
島
原
市
に
滞
在
し
、

「
浜
の
川
湧
水
」
「
水み

ず
が
し
ら頭の
井
戸
」
を
調
査
。
東
京
に
戻
っ
て
か
ら
も
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
論
理
の
構
築
と
提
言
づ
く
り
に
励
み
ま
し
た
。

そ
し
て
、
同
年
11
月
25
日
に
法
政
大
学
市
ケ
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
外
濠
校
舎
で

「
研
究
成
果
発
表
会
」
を
実
施
し
ま
し
た
。
島
原
市
役
所
と
会
場
を
リ
モ
ー

ト
で
つ
な
ぎ
、
ま
た
島
原
市
を
代
表
し
て
市
民
部
環
境
課
主
任
の
原
野
聖ひ

じ
りさ

ん
が
会
場
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。

４
年
目
の
「
島
原
編
」
で
得
ら
れ
た
研
究
成
果
に
つ
い
て
、
野
田
さ
ん
に
総
括

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

島原城から望む市街地と島原湾

水場の「価値」存続 と
地域住民のウェル ビーイング

水の文化 78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2
回

島原
編

まち
の
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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
。

つ
ま
り
、
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
こ
そ
が

本
質
的
な
問
題
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

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
か
ら
だ
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
長
崎
県
島
原

市
の
島
原
湧
水
群
を
〈
水
場
の
「
価
値
」

存
続
〉
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
位
置
付

け
、「
浜
の
川
湧
水
」
と
「
水み

ず
が
し
ら頭の

井
戸
」

に
注
目
し
た
。
こ
の
２
つ
の
水
場
で
は
、

水
場
の
「
価
値
」の
わ
か
る
人
を
担
い
手

に
迎
え
入
れ
た
り
、「
価
値
」
の
わ
か
る

人
を
脱
退
さ
せ
な
い
工
夫
が
み
ら
れ
た

か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
研
究
で
は
、
住
民
の

暮
ら
し
に
根
付
い
た
２
つ
の
水
場
の

「
価
値
」
存
続
の
論
理
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
水
場
の「
価
値
」と
は

な
に
か

　
で
は
、
水
場
の
「
価
値
」
と
は
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

8月下旬に行なった夏合宿。

台風10号の影響で日程こそ

短くなったものの可能な限り

調査を進めた

水場の「価値」存続 と
地域住民のウェル ビーイング

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

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）。研究・教育活
動の傍ら、国や地方自治体への政
策提言・伴走支援に取り組み、テレ
ビ東京「サンドウィッチマンの井戸
を掘る!」の監修・出演など活躍の場
を広げている。著書に『井戸端から
はじまる地域再生』（筑波書房）。

野田岳仁
法政大学

現代福祉学部 准教授
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島
原
図
書
館
に
こ
も
っ
て
郷
土
資
料
を

漁
っ
て
い
る
と
、
次
の
写
真
を
み
つ
け

た
。
浜
の
川
湧
水
の
も
っ
と
も
古
い
写

真
は
昭
和
30
年
頃
の
よ
う
で
あ
る
（
島
原

市
白
山
地
区
「
四
船
津
」
ふ
る
さ
と
の
「
方
言
」
と
「
写

真
」
の
保
存
実
行
委
員
会
編
２
０
１
４
）。
住
民
へ

の
聞
き
と
り
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
浜

の
川
湧
水
は
か
つ
て
石
積
み
の
洗
い
場

で
あ
っ
た
。
婦
人
た
ち
の
炊
事
場
で
あ

り
、
子
ど
も
の
遊
び
場
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

１
９
７
０
年
（
昭
和
45
）
に
入
る
と
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
り
に
な
り
、
４
つ
に
区

分
さ
れ
て
い
く
。
婦
人
た
ち
は
炊
事
や

洗
濯
に
用
途
に
よ
っ
て
水
槽
を
使
い
分

け
、
井
戸
端
会
議
に
花
を
咲
か
せ
て
い

る
（
島
原
市
制
30
周
年
記
念
『
島
原
』 

１
９
７
０
）。

昭
和
60
年
の
昭
和
の
名
水
百
選
の
選

定
を
受
け
て
、
水
場
は
現
在
の
よ
う
に

改
修
さ
れ
た
（
島
原
市
市
勢
要
覧
’91
年
）。
こ

れ
ら
の
写
真
か
ら
わ
か
る
の
は
、
水
場

は
女
性
や
子
ど
も
た
ち

の
空
間
で
あ
り
、
社
交

場
で
も
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ

の
社
交
場
で
は
ど
の
よ

う
な
や
り
と
り
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

２
０
０
６
年
（
平
成
18
）

に
島
原
市
と
合
併
さ
れ

た
旧
有
明
町
の
民
俗
誌

に
は
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
野
菜
を
洗
い

な
が
ら
、
洗
濯
を
し
な
が
ら
四
方
山
話

を
し
た
り
、
情
報
交
換
し
た
り
、
た
ま

に
は
嫁
や
し
ゅ
う
と
め
の
悪
口
の
は
け

場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
若
い
嫁
さ

ん
は
先
輩
の
お
母
さ
ん
方
か
ら
、
子
育

て
や
、
近
所
づ
き
あ
い
の
し
か
た
、
家

事
に
い
た
る
ま
で
、
大
事
な
生
活
の
知

恵
を
学
び
ま
し
た
。
こ
れ
が
井
戸
端
会

議
で
す
」（
有
明
町
教
育
委
員
会
編
１
９
９
７
『
有

明
町
の
民
俗
』）。

こ
こ
で
大
切
な
の
は
２
点
で
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
水
場
は
嫁
や
し
ゅ
う
と
め

の
悪
口
の
は
け
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と

だ
。
悪
口
を
言
い
合
え
る
ほ
ど
近
隣
の

人
た
ち
と
の
強
い
信
頼
関
係
が
構
築
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

ふ
た
つ
目
は
、
家
事
や
子
育
て
、
近
所

づ
き
あ
い
の
方
法
と
い
っ
た
地
域
で
生

き
る
た
め
に
不
可
欠
な
生
活
の
知
恵
を

学
ぶ
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
水
場
の
「
価
値
」
と
は
、

た
ん
に
水
が
汲
め
た
り
、
炊
事
や
洗
濯

と
い
っ
た
水
の
資
源
的
価
値
（
＝
経
済
的

価
値
）
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
に

注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。
地
域
の
社

交
場
で
あ
り
、
生
活
の
知
恵
を
学
ぶ
場

で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

前
者
は
、
近
代
化
の
な
か
で
水
道
、
キ

ッ
チ
ン
、
洗
濯
機
に
取
っ
て
代
わ
っ
た

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
は
、

人
間
関
係
が
基
盤
と
な
る
た
め
、
代
替

不
可
能
な
価
値
と
も
い
え
る
も
の
だ
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
代
替
不
可
能
な
価

値
こ
そ
が
、
水
場
の
本
質
的
価
値
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
宅
に

は
水
道
、
キ
ッ
チ
ン
、
洗
濯
機
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
び
と
は
わ
ざ
わ

ざ
水
場
に
通
う
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ

れ
、
こ
の
よ
う
な
「
価
値
」
が
水
場
に

は
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お

こ
う
。

浜
の
川
湧
水
の
「
価
値
」
存
続
の
論

理
に
つ
い
て
は
、
77
号
で
詳
し
く
論
じ

た
こ
と
か
ら
、
本
号
で
は
、
水
頭
地
区

の
「
価
値
」
存
続
の
論
理
に
焦
点
を
あ

て
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
消
滅
の
危
機
を
乗
り
越
え

て
き
た「
水
頭
の
井
戸
」

全
国
各
地
の
水
場
で
は
、
利
用
者
・

管
理
者
の
減
少
や
高
齢
化
に
よ
っ
て
担

い
手
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

驚
く
こ
と
に
水
頭
地
区
で
は
、
他
地
域

に
転
出
し
た
人
、
亡
く
な
っ
た
人
以
外

は
82
年
間
脱
退
者
を
一
人
も
だ
す
こ
と

な
く
、
水
場
の
掃
除
が
続
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
水
頭
の
井
戸

に
も
「
価
値
」
存
続
の
独
自
の
し
く
み

が
あ
る
の
だ
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
高
齢
化
の
進

む
水
頭
地
区
に
お
い
て
、
な
ぜ
82
年
間

浜の川湧水について語る
岩永兼満（かねみつ）さん

（右）と妻のスミエさん（左）

←77号はこちらから

水の文化 78号　みず・ひと・まちの未来モデル

調査で探し出した浜の川湧水の古写真
（昭和30年頃）
出典：島原市白山地区「四船津」ふるさとの「方
言」と「写真」の保存実行委員会編『続・方言

「 島原ことば」みなと島原のうつり変わり』
（2014）

1970年頃の浜の川湧水。女性たちは用途で水槽を
使い分けながら井戸端会議
出典：『島原市市制30周年記念「島原」』（1970）

昭和の「名水百選」選定を受けて改修された浜の川湧水
出典：『島原市勢要覧』（1991）
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も
脱
退
者
を
だ
す
こ
と
な
く
水
場
の
掃

除
が
続
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
を

分
析
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

水
頭
地
区
と
は
、
島
原
市
の
中
心
商

店
街
と
し
て
知
ら
れ
る
一
番
街
ア
ー
ケ

ー
ド
に
位
置
す
る
中
堀
町
商
店
街
の
裏

手
の
一
角
を
指
す
。
中
堀
町
町
会
内
の

３
班
と
４
班
に
該
当
す
る
が
、「
水
頭
」

は
、
こ
の
班
の
つ
な
が
り
と
は
異
な
り
、

独
自
の
強
い
つ
な
が
り

が
あ
る
と
地
元
で
は
認

識
さ
れ
て
い
る
。

水
頭
の
井
戸
は
、
１

９
４
２
年
（
昭
和
17
）
の
戦

時
中
に
地
元
住
民
が
協

力
し
て
地
下
１
０
０
ｍ

に
掘
ら
れ
た
（
毎
日
新
聞
１

９
８
８
年
８
月
21
・
27
日
、
朝
日

新
聞
１
９
８
８
年
３
月
20
日
）。

５
つ
の
区
分
に
わ
け
ら

れ
、
浜
の
川
湧
水
の
よ

う
に
、
利
用
の
使
い
分

け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
順
番
に
、
❶
飲
用
、

❷
飲
用
・
保
冷
用
、
❸
食
器
の
ゆ
す
ぎ
・

仕
上
げ
、
❹
食
器
洗
い
・
泥
の
つ
い
た
野

菜
洗
い
、
❺
魚
を
さ
ば
く
、
と
い
っ
た
具

合
で
あ
る
。
年
に
１
、
２
度
集
ま
っ
て

会
食
や
余
興
を
楽
し
む
水
神
様
の
祭
り

も
あ
っ
た
が
、
高
齢
化
に
よ
っ
て
老
人

会
に
統
合
さ
れ
た
と
い
う
。

当
初
の
井
戸
掃
除
は
2
週
間
に
1
度

の
頻
度
で
、
1
軒
ご
と
の
輪
番
制
で
あ

っ
た
。
土
地
の
所
有
権
に
つ
い
て
は
5

軒
程
度
で
共
同
の
権
利
書
が
あ
っ
た
と

語
る
人
も
い
る
。

１
９
６
０
年
頃
に
水
頭
地
区
に
住
ん

で
い
た
田
端
令
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、

「
井
戸
端
で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
を
い
い

と
き
は
褒
め
て
、
水
槽
の
縁
に
土
足
の

ま
ま
上
っ
た
り
す
る
と
、
水
神
様
に
怒

ら
れ
る
と
い
っ
た
感
じ
で
よ
く
叱
る
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
も
2
人
く
ら
い
い
ま
し
た
。

私
た
ち
は
自
分
の
家
で
し
つ
け
ら
れ
る

と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の

言
葉
を
よ
く
聞
き
ま
し
た
」
と
話
し
て

く
れ
た
。
水
頭
の
井
戸
端
も
地
域
で
生

き
る
た
め
の
生
活
の
知
恵
を
学
ぶ
場
所

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

１
９
８
８
年
（
昭
和
63
）
に
は
、
島
原
市

の
「
新
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
推
進
事

業
」
の
一
環
で
「
水
頭
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー

ク
」
に
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
地
主

か
ら
市
に
土
地
の
提
供
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。
総
工
費
は
２
４
３
・
８
万
円
（
半
額

は
長
崎
県
の
補
助
）。
当
時
の
新
聞
記
事
で

は
「
水
の
都
・
島
原
の
新
し
い
名
所
」

に
な
る
こ
と
や
「
井
戸
端
会
議
の
新
名

所
」
に
な
る
こ
と
へ
の
期
待
が
語
ら
れ

て
い
る
（
島
原
新
聞
１
９
８
８
年
３
月
18
日
・
読
売

新
聞
１
９
８
８
年
３
月
21
日
）。
井
戸
は
２
つ

の
水
槽
に
わ
か
れ
、
①
飲
用
、
②
保
冷

や
洗
い
場
の
機
能
が
維
持
さ
れ
た
が
、

利
用
者
の
ほ
と
ん
ど
は
水
汲
み
の
利
用

で
あ
る
。
現
在
は
14
軒
で
管
理
し
、
週

に
１
度
の
掃
除
の
輪
番
制
が
引
き
継
が

れ
て
い
る
。

１
９
９
０
年
（
平
成
２
）
に
雲
仙
普
賢

岳
が
噴
火
し
た
際
に
は
、
火
山
灰
の
掃

除
を
す
る
際
に
、
水
頭
の
井
戸
の
あ
り

が
た
さ
を
痛
感
し
た
と
話
し
て
く
れ
る

人
も
い
た
。

現
在
、
水
頭
の
井
戸
は
存
続
の
危
機

に
あ
る
。
市
に
よ
る
道
路
拡
幅
工
事
計

画
に
か
か
っ

て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
市

道
堀
町
縦
線

付
近
で
は
イ

オ
ン
島
原
店

が
新
装
開
店

し
、
交
通
量

が
増
加
し
た
。

市
は
２
０
１

９
年
度
か
ら

堀
町
縦
線
（
約
５
５
０
ｍ
）
の
拡
幅
工
事
に

着
工
し
、
残
り
は
一
番
街
ア
ー
ケ
ー
ド

前
か
ら
白し

ら

土ち

こ湖
通
り
ま
で
の
「
水
頭
工

区
」
の
約
２
２
０
ｍ
と
さ
れ
、
２
０
２

７
年
度
に
完
成
予
定
で
あ
る
。
こ
の
拡

幅
工
事
に
伴
っ
て
、
水
頭
の
井
戸
も
影

響
を
受
け
る
。
地
元
住
民
は
、
小
さ
く

て
も
い
い
か
ら
残
し
て
ほ
し
い
と
井
戸

の
存
続
を
要
望
し
て
い
る
。

❸食器をゆすぐ・
　仕上げ

❶飲用
❷飲用・冷やす

❹食後の食器洗い場・
　泥のついた野菜を洗う場所

❺魚をさばく

中村ハツヨシさんが現役の頃の
「銀水」と改修前の浜の川湧水
提供：岩永兼満さん

前列の左から3人目が「銀水」の店主・
中村ハツヨシさん。ハツヨシさんは祖母の
入江ギンさんがはじめた「銀水」を継ぎ、
1997年の夏まで営業した（1996年9月

「地蔵様祭り会｣にて） 提供：岩永スミエさん

改修前の「水頭の井戸」。用途別に
使い分けていた 提供：水本 茂さん

何分くらい手を浸して

いられるかを試す野田

さんとゼミ生たち
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調
査
を
し
て
い
て
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ

た
こ
と
は
、
水
頭
の
井
戸
は
82
年
も
の

歴
史
の
な
か
で
、
消
滅
の
危
機
の
連
続

で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
１
９
６
０
年
（
昭
和

35
）
に
は
水
頭
地
区
に
も
上
水
道
が
導

入
さ
れ
た
。
上
水
道
に
は
使
用
量
に
応

じ
て
費
用
が
か
か
る
。
水
頭
の
井
戸
を

利
用
し
て
い
た
住
民
は
「
ど
う
し
て
水

に
お
金
が
か
か
る
の
か
」
と
市
役
所
に

抗
議
に
乗
り
込
ん
だ
そ
う
で
あ
る
。
水

頭
の
井
戸
水
を
引
き
込
ん
で
利
用
し
て

い
た
住
民
が
支
払
う
の
は
ポ
ン
プ
の
電

気
代
だ
け
で
あ
っ
た
。
水
そ
の
も
の
は

無
料
な
の
で
あ
り
、
利
用
権
の
対
価
と

し
て
井
戸
の
管
理
（
掃
除
）
を
担
う
こ
と

が
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
水

は
決
し
て
貨
幣
交
換
で
き
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
か
ら
だ
。
上
水
道
の
導
入
は

全
国
各
地
で
井
戸
利
用
を
や
め
る
契
機

と
な
っ
た
が
、
水
頭
地
区
で
は
利
用
頻

度
は
減
っ
た
も
の
の
、
利
用
を
や
め
る

住
民
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

さ
ら
に
２
０
０
３
年
（
平
成
15
）
か
ら

２
０
１
９
年
（
平
成
31
）
ま
で
水
組
合
を

結
成
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
井
戸

の
掃
除
道
具
な
ど
の
購
入
の
た
め
に
組

合
費
を
徴
収
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら

だ
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
島
原
市
が
費

用
を
負
担
す
る
よ
う
に
な
り
、
組
合
費

の
徴
収
が
不
要
と
な
り
、
組
合
の
解
散

を
選
択
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
思
議
な
の
は
、

組
合
は
解
散
し
た
の
に
、
井
戸
掃
除
は

脱
退
者
を
だ
す
こ
と
な
く
、
続
け
て
い

る
こ
と
だ
。
組
合
の
解
散
を
契
機
に
、

掃
除
を
や
め
る
人
が
い
て
も
お
か
し
く

な
い
の
に
、
で
あ
る
。
水
頭
の
井
戸
で

は
、
１
軒
ご
と
の
当
番
で
あ
る
た
め
各

家
の
負
担
は
大
き
い
は
ず
だ
。

じ
つ
は
水
頭
地
区
で
は
、
こ
の
掃
除

当
番
を
「
家
」
単
位
と
し
て
い
る
こ
と

が
む
し
ろ
管
理
の
存
続
性
を

高
め
て
い
る
こ
と
に
私
た
ち

は
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
水
場
の
掃
除
当
番
は

浜
の
川
湧
水
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
地
元
町
内
会
の
班

や
組
ご
と
に
複
数
の
家
が
協

力
し
て
行
う
場
合
が
少
な
く
な
い
。
1

軒
で
行
う
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
脆
弱

な
体
制
に
も
思
え
る
の
だ
が
、
よ
り
強

い
責
任
感
を
持
た
せ
る
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
い
っ
た
い

ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

「
イ
エ
の
務
め
」に
よ
る

「
価
値
」存
続
の
し
く
み

図
（
Ｐ
41
上
段
）
を
み
て
い
こ
う
。
水
頭

の
井
戸
の
掃
除
当
番
順
が
示
さ
れ
て
い

る
。
14
軒
で
の
輪
番
制
で
あ
る
。
そ
こ

に
、「
本
家
¦
分
家
」
の
関
係
性
を
書
き

込
ん
だ
。
す
る
と
、
水
頭
の
管
理
体
制

は
、
吉
田
家
、
城
田
家
、
林
田
家
（
現
・

福
島
家
）
の
３
軒
に
よ
る
「
本
家
¦
分
家
」

関
係
が
核
と
な
り
、
そ
こ
に
周
辺
の

家
々
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
み
え
て

き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
④
吉
田

和か
ず
お
き興
さ
ん
の
母
親
の
姉
妹
は
城
田
家
に

嫁
い
で
お
り
、
吉
田
家
と
城
田
家
は
親

戚
関
係
で
も
あ
る
の
だ
。

「
水
頭
は
独
特
の
関
係
性
」
と
か
、「
水

頭
は
家
族
の
よ
う
な
つ
な
が
り
」
と

口
々
に
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
な
か

な
か
そ
の
実
態
は
つ
か
め
な
い
で
い
た
。

夏
の
調
査
合
宿
で
は
台
風
10
号
が
迷
走

の
末
直
撃
す
る
こ
と
に
な
り
、
１
日
半

で
調
査
を
と
り
や
め
、
デ
ー
タ
不
足
の

ま
ま
東
京
に
戻
っ
た
。

学
生
た
ち
は
そ
の
後
も
諦
め
る
こ
と

水の文化 78号　みず・ひと・まちの未来モデル

現在の「水頭の井戸」。市道の拡幅工事によって

移動するのか、消滅するのかはこれから決まる

母親が掃除を免除してもらっ
たため「帰郷してからはその分
働こうと決めた」と話す吉田
和興（かずおき）さん（上）、さま
ざまな資料を用意してくれた水
本茂さん（中）、水頭の井戸に
ついて語る岡野明寿（あきと
し）さん（下）

■「水頭の井戸」略年表
1942年
（昭和17）

1960年
（昭和35）

1988年
（昭和63）

1990年
（平成2）

2003年
（平成15）

2019年
（平成31/
　令和元）

2024年
（令和6）

地元住民が協力して井
戸掘削（地下100ｍ）井
戸掃除は2週間に1回
の頻度で1軒ごとの輪番
制「水神様の祭り」を年
に1～2回実施（その後、
老人会に統合）

水頭地区にも上水道が
導入される

島原市「新活力あるまち
づくり推進事業」の一環
で「水頭ポケットパーク」
整備。井戸は今の形（2
つの水槽）となる

雲仙普賢岳が噴火。火
山灰の掃除のために井
戸の水を利用

水組合結成

水組合解散。島原市が
市道堀町縦線（約550
ｍ）拡幅工事に着工

井戸掃除は1週間に
1回の頻度（全14戸）　
市道堀町縦線の拡幅工
事進む。水頭の井戸の
今後は未定
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な
く
、
関
係
者
へ
の
電
話
で
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
や
り
と
り
を
行

い
、
遠
隔
で
の
調
査
を
重
ね
た
。
そ
の

結
果
、
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
が
、

３
軒
の
「
本
家
¦
分
家
」
関
係
を
核
と

し
た
「
家
族
の
よ
う
な
つ
な
が
り
」
の

実
態
な
の
で
あ
る
。

「
本
家
¦
分
家
」
関
係
を
核
と
し
た
管

理
体
制
は
「
本
家
が
が
ん
ば
っ
て
い
る

の
に
抜
け
ら
れ
な
い
」
と
か
、「
自
分
よ

り
も
年
上
の
人
が
や
っ
て
い
る
な
ら
ば

続
け
よ
う
」
と
い
っ
た
心
持
ち
の
醸
成

に
つ
な
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

吉
田
家
の
本
家
で
は
、
掃
除
当
番
が

３
世
代
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
。

吉
田
和
興
さ
ん
は
、
島
原
市
か
ら
離
れ

て
い
た
時
期
が
あ
り
、
そ
の
期
間
は
母

親
が
管
理
を
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

高
齢
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、「
掃
除
を

免
除
し
て
も
ら
っ
て
い
た
」
の
だ
と
い

う
。
和
興
さ
ん
が
戻
っ
て
き
て
か
ら
は
、

支
え
て
く
れ
た
分
家
や
家
々
に
対
し
て
、

「
貸
し
」
が
あ
っ
て
「
そ
の
分
働
こ
う
と

思
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

う
な
の
だ
。
地
域
で
の
人
間
関
係
は
、

「
貸
し
借
り
関
係
」
の
積
み
重
ね
で
あ

る
。
病
気
や
怪
我
、
介
護
や
進
学
な
ど

家
庭
の
事
情
に
よ
っ
て
は
掃
除
が
免
除

さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
各
地
で
み
ら
れ
る
こ

と
で
も
あ
る
。
水
頭
地
区
で
は
そ
の

「
貸
し
」
を
返
す
こ
と
が
原
動
力
の
ひ

と
つ
に
さ
え
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

水
場
の
管
理
を
82
年
の
よ
う
な
長
い

時
間
軸
で
捉
え
つ
つ
、
そ
の
一
瞬
一
瞬

を
共
時
的
に
切
り
取
っ
て
み
る
な
ら
ば
、

構
成
員
全
員
が
平
等
な
負
担
で
あ
る
こ

と
は
む
し
ろ
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
一
時
期
の
構
成
員
の
平

等
性
を
重
視
す
る
考
え
方
を
こ
こ
で
は

「
共
時
的
平
等
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
考
え
方

は
水
場
の
管
理
に
は
不
向
き
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
現
在

の
水
場
の
管
理
の
現
状
を
み
る
と
、
先

に
述
べ
た
よ
う
な
事
情
か
ら
掃
除
の
負

担
が
均
等
で
な
い
こ
と
が
少
な
か
ら
ず

あ
り
、
こ
う
し
た
偏
り
が
担
い
手
の
脱

退
を
招
く
ひ
と
つ
の
要
因
と
も
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
「
貸
し
借

り
関
係
」
を
顧
み
ず
に
、
現
在
の
状
況

だ
け
を
み
る
と
、
一
部
の
人
が
得
を
し

て
、
一
部
の
人
が
損
を
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
場
合
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
負
担
の
偏
り
が
明
ら
か
に
な

る
と
、
不
満
を
感
じ
て
水
場
の
管
理
か

ら
手
を
引
く
ケ
ー
ス
が
後
を
絶
た
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、

水
頭
地
区
で
は
、
長

い
時
間
軸
の
な
か
で

各
家
の
負
担
が
平
等

に
な
る
こ
と
を
重
視

し
て
運
営
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
考
え
方
を

「
通
時
的
平
等
性
」

と
呼
ん
で
お
け
ば
、

水
場
の
管
理
は
こ
の

「
通
時
的
平
等
性
」

の
考
え
方
で
捉
え
る

こ
と
が
有
効
で
あ
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
「
通
時
的
平
等

性
」
の
考
え
が
有
効
な
の
は
、「
家
」
を

掃
除
当
番
の
単
位
に
割
り
当
て
て
き
た

か
ら
で
も
あ
る
。
班
や
組
と
い
っ
た
複

数
の
家
々
で
構
成
さ
れ
る
単
位
を
掃
除

当
番
と
し
た
場
合
、
そ
の
と
き
ど
き
の

事
情
に
よ
っ
て
構
成
員
が
入
れ
替
わ
り

や
す
く
、
固
定
化
し
に
く
い
傾
向
に
あ

る
か
ら
だ
。

実
際
に
、
77
号
の
「
表
３ 

浜
の
川

湧
水
の
掃
除
へ
の
参
加
者
数
」
を
見
返

し
て
み
れ
ば
、
浜
の
川
町
内
会
に
お
い

て
も
週
ご
と
の
各
班
の
参
加
者
数
に
は

ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

（旧姓：林田）

本家 分家

■図 水頭地区の掃除当番にみる本家―分家関係

❶

❽❾1011121314

❷❸❹❺❻❼ ④吉田 和興

⑭城田 伸広

⑪福島やよい

⑤吉田 愉臣
⑥吉田 則行
⑦吉田 久喜
⑧吉田 保

③栁 秀次
⑬城田 晃江

⑩貞松徹

分
家

分
家

分
家

分
家

本
家

分
家

分
家

分
家

本
家

本
家

夏合宿で討議する
野田さんとゼミ生たち

夜の商店街を歩いて、
水の経路をたどる

「名水サミット in しまばら」で野田さん

と知り合い、夏合宿に特別参加した

地元の高校生、荒木香帆さん。臆せ

ず意見を述べていた
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変
動
は
、
班
や
組
を
単
位
と
す
る
限
り
、

避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
参
加
者

数
の
ば
ら
つ
き
は
、
班
内
で
の
負
担
の

偏
在
化
を
招
き
や
す
く
、
世
代
を
超
え

た
「
貸
し
借
り
関
係
」
を
築
く
に
は
不

向
き
で
あ
る
。

水
頭
地
区
で
は
、
82
年
に
わ
た
り
、

世
代
を
超
え
た
「
お
互
い
さ
ま
」
と
い

っ
た
家
同
士
の
「
貸
し
借
り
関
係
」
を

築
き
上
げ
て
き
た
。
共
時
的
に
み
れ
ば

不
平
等
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を

む
し
ろ
存
続
の
原
動
力
に
変
え
て
き
た

の
だ
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
世
代
交
代

や
危
機
が
訪
れ
て
も
、「
こ
の
先
も
続

い
て
い
く
で
し
ょ
う
」
と
自
信
を
持
っ

て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
よ
う
。
こ
こ
ま
で
み
て
き
た

よ
う
に
、
高
齢
化
の
進
む
水
頭
地
区
に

お
い
て
、
な
ぜ
82
年
間
も
脱
退
者
を
だ

す
こ
と
な
く
水
場
の
掃
除
が
続
い
て
い

る
の
か
、
そ
の
理
由
を
分
析
し
て
き
た
。

水
頭
地
区
で
は
、「
家
」
を
担
い
手
継
承

の
単
位
と
し
、
吉
田
家
、
城
田
家
、
林

田
家
の
3
軒
の
「
本
家
¦
分
家
」
関
係

を
核
に
掃
除
の
し
く
み
が
つ
く
ら
れ
て

き
た
。
井
戸
の
管
理
は
、「
イ
エ
の
務

め
」
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
か
ら
こ

そ
、
脱
退
者
を
う
み
だ
す
こ
と
な
く
、

82
年
間
も
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
結
果
的
に
、
水

頭
の
井
戸
の
「
価
値
」
の
存
続
に
も
つ

な
が
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

水
場
の「
価
値
」存
続
の

２
つ
の
方
法

名
水
百
選
選
定
地
を
は
じ
め
と
す
る

水
場
の
担
い
手
を
め
ぐ
る
従
来
の
政
策

的
対
応
は
、
担
い
手
の
「
数
」
の
増
減

に
囚
わ
れ
が
ち
で
、
①
当
該
自
治
会
の

構
成
員
の
動
員
、
②
外
部
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
動
員
、
そ
れ
も
難
し

い
場
合
は
、
③
清
掃
業
者
に
委
託
し
て

き
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
方
法
も
水

場
の
「
価
値
」
の
わ
か
ら
な
い
人
が
動

員
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
水

場
の
「
価
値
」
存
続
に
は
つ
な
が
り
に

く
い
方
法
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
本
研
究
で
は
、
住

民
の
暮
ら
し
に
根
付
い
た
「
浜
の
川
湧

水
」
と
「
水
頭
の
井
戸
」
の
２
つ
の
水

場
の
「
価
値
」
存
続
の
方
法
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
。
77
号
で
は
、
浜
の
川
湧

水
の
「
価
値
」
存
続
の
論
理
を
分
析
し
、

水
場
の
「
価
値
」
の
わ
か
る
少
数
の
熱

狂
的
な
フ
ァ
ン
を
開
拓
す
る
と
い
う
驚

く
べ
き
道
筋
を
示
し
た
。
そ
し
て
本
号

で
は
、
水
頭
の
井
戸
の
「
価
値
」
存
続

の
論
理
を
分
析
し
、
本
家
¦
分
家
関
係

に
支
え
ら
れ
た
「
家
」
単
位
で
継
承
す

る
道
筋
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
本
研
究
で
は
、
①
水
場

の
「
価
値
」
の
わ
か
る
少
数
で
熱
狂
的

な
フ
ァ
ン
を
育
て
る
べ
き
な
の
か
、
②

法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎

で実施した「研究成果発表会」

研究成果発表会にリモートで参加した島原市職員（上段左から）
島原市市民部環境課 課長 酒井俊治さん、島原市市民部環境課 環
境班班長 濱口広志さん、島原市市民部市民協働課 課長 田上順一
さん、島原市市長公室政策企画課 政策振興班班長 隈部浩市さん、
島原市商工観光部しまばら観光課 温泉・観光施設班 近藤佑紀さん、
島原半島ジオパーク協議会事務局　

参加者と意見交換する

野田さんとゼミ生たち

研究成果を発表する野田ゼミの学生たち（発表順）

島津元樹
（もとき）さん

上島（うえしま）
小百合さん

成清（なりきよ）
颯花（さやか）さん

望月綾那
（あやな）さん

藤澤珠奈
（じゅな）さん

鈴木いにさん岩元咲紀
（さき）さん

水の文化 78号　みず・ひと・まちの未来モデル
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当
該
地
域
の
家
々
の
関
係
性
を
考
慮
し

た
う
え
で
、「
イ
エ
の
務
め
」
と
し
て

「
家
」
を
管
理
の
単
位
に
す
る
こ
と
が

有
効
な
の
か
、
従
来
の
政
策
に
は
な
か

っ
た
新
た
な
選
択
肢
を
示
し
た
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
2
つ
の
方
法
は

万
能
で
は
な
い
し
、
水
場
の
管
理
の
し

く
み
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
固
有
の

あ
り
方
が
あ
る
。
こ
の
固
有
性
と
は
地

域
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
ズ
レ
が
あ
る
た

め
、
個
別
具
体
的
な
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

を
丁
寧
に
積
み
重
ね
て
い
く
し
か
方
法

は
な
い
。
本
研
究
で
は
そ
の
一
端
を
示

し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

２
０
２
４
年
５
月
に
政
府
の
環
境
施

策
の
大
綱
を
定
め
る
第
六
次
環
境
基
本

計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
第
六

次
環
境
基
本
計
画
が
画
期
的
な
の
は
、

環
境
保
全
や
環
境
創
出
を
通
じ
て
地
域

住
民
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を
高
め
る

こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
だ
。
環
境

省
は
、
水
質
規
制
の
よ
う
に
規
制
官
庁

と
し
て
大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、

今
後
は
地
域
住
民
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
向
上
へ
向
け
た
環
境
創
出
に
も
力
を

入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
政
策

の
大
き
な
転
換
点
と
な
る
。

そ
の
意
味
で
本
研
究
は
、

た
ん
な
る
水
場
の
存
続
で
は

な
く
、
水
場
の
「
価
値
」
を

存
続
さ
せ
る
こ
と
が
地
域
住

民
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
向

上
に
つ
な
が
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、

島
原
市
役
所
の
全
面
的
な
ご

支
援
と
調
査
に
ご
協
力
い
た

だ
い
た
浜
の
川
町
内
会
、
水
頭
地
区
の

み
な
さ
ま
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
島
原
市
役
所
に
は
、
水
場
の
「
価

値
」
存
続
の
２
つ
の
方
法
を
「
島
原
モ

デ
ル
」
と
し
て
各
地
へ
発
信
し
、
普
及

い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

（
２
０
２
４
年
８
月
26
、
27
日
、
11
月
25
日
取
材
）

原野さんが振り返ってくださったように、二度にわ
たる島原での現地調査は暑いなかで行なわれました
が、ゼミ生たちは早朝から深夜までがんばりました。

春合宿の夜の討議で、野田さんはゼミ生たちに文
化人類学者・山口昌男の「文化とは危機を回避する
技術である」という言葉を伝えたうえでこう語りかけ
ました。

「存続している浜の川湧水、水頭の井戸は、実は
危機の連続だったはず。それでも今あるのは危機を
乗り越えて文化となったからだ。人が話した言葉を
鵜呑みにせず、その人の行動をよく見て、きちんと真
意をくみ取れるような調査をしていこう」

その言葉通り、ゼミ生たちは地元の人びとが観光
客について語った内容に温度差があることに早い
段階で気づくのです。そして、人の言葉ではなく行動
に着目して、その違和感がどこから生じるのかを見事
に解き明かしました。

ゼミ生たちは野田さんの教え通りに真意をくみ取
り、期待以上の成果を収めました。研究活動を終え
たゼミ生たちのコメントは、２月下旬に当センターの
HPで公開しますので、ぜひご覧ください。

言葉の裏にある「真意」を
くみ取ったゼミ生たち（編集部）

「しまばら水屋敷」
の石川俊男さんに
話を聞くゼミ生たち

島原市市民部環境課主任 原野 聖（ひじり）さん

研究成果発表会の閉会挨拶は島原市市民部環境
課主任の原野聖さんにお願いしました。原野さん
は５月と８月の現地調査の際、休日も含めて全面
的にご協力くださった方です。
ご発言を一部ご紹介します。

皆さんにお会いしたのは夏
の気配漂う５月のＧＷでした。
25℃を超える暑さのなか、自ら
の足で島原を歩き、地元の人、
観光客に話を聞いていました。
そして、集めた情報を持ち帰
り、市役所の会議室で夜遅く
まで討議していましたね。

史上もっとも暑い夏となった８月の合宿は、台風
10号の接近によって予定より早く帰らざるを得なく
なりました。しかし、限られた時間のなか全員で協力
しながら精一杯取り組んでいた皆さんの姿を、昨日
のことのように覚えています。

私は夜の討議に参加させていただいて、日常業務
ではなかなか触れることのない住民の皆さんの生の
声を、皆さんの調査を通じて知ることができました。
また、８月24、25日に開催した「名水サミット in し
まばら」では、野田先生の基調講演を通じて、皆さん
が調べた「浜の川湧水」を中心とする島原の水場の
現状と課題を来場者に広く伝えることができたと思
います。

実は、私も９月から浜の川湧水の掃除にプライ
ベートで参加しています。いざやってみると、タイルの
汚れを落とすだけでも一苦労で、井戸をきれいにす
るのがどれほど大変なことなのかを痛感しました。

本日は野田先生と皆さんに貴重な提言をいただき
ました。自分たちが使う水に愛着があれば、たとえ掃
除一つとってもそれは自分のためだけではなく、いろ
いろな人たちの幸せにつながるのだ―そういうこと
を実感するよい機会になりました。いただいた提言
を職員全員で共有し、今後の政策に反映させていき
たいと思います。

皆さんも「今、島原市はどうなっているかな」「私た
ちの提言は生かされているの？」など気になると思い
ますので、ぜひまた島原にお越しください。

精一杯取り組んでいた
皆さんの提言を受けとめて

参加者と意見交換する

野田さんとゼミ生たち

閉会後、原野さんを囲んで記念撮影。発表を終えたゼミ生たちの表情は晴れ晴れとしていた

長島麗奈さん　等々力（とどりき）
あかりさん

佐藤雪乃さん岡部毬菜
（まりな）さん

司会を務めた
4年生の
田中さやさん



大
河
の
流
れ
の

フ
ィ
ナ
ー
レ
と
と
も
に

「
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
～
、
フ
ィ
ナ
ー
レ
を

こ
ん
な
に
は
っ
き
り
予
想
し
て
～
川
は

大
き
く
な
る
」
と
い
う
歌
詞
を
ご
存
じ

だ
ろ
う
か
。
合
唱
曲
と
し
て
有
名
な
組

曲
『
筑
後
川
』
の
最
終
楽
章
・
河
口
の

一
節
で
あ
る
。

　

ど
ん
な
大
河
も
い
つ
か
フ
ィ
ナ
ー
レ

に
行
き
つ
く
よ
う
に
、
人
も
い
つ
か
フ

ィ
ナ
ー
レ
を
迎
え
る
。
２
０
２
４
年
（
令

和
６
）
３
月
、
私
に
川
巡
り
の
楽
し
さ

を
最
初
に
教
え
て
く
れ
た
古
賀
邦
雄
さ

ん
が
逝
去
さ
れ
た
。
80
年
の
生
涯
だ
っ

た
。
古
賀
さ
ん
と
は
私
が
高
校
２
年
生

の
時
に
出
会
い
、
20
年
の
つ
き
あ
い
で

あ
っ
た
。
古
賀
さ
ん
が
つ
く
っ
た
私
設

の
河
川
図
書
館
で
、
い
ろ
ん
な
河
川
書

の
知
を
教
わ
り
、
そ
し
て
全
国
各
地
の

川
へ
一
緒
に
出
か
け
た
。

　

古
賀
さ
ん
の
川
巡
り
は
、
独
特
の
視

点
だ
っ
た
。
私
が
最
も
影
響
を
受
け
た

川
巡
り
の
ス
タ
イ
ル
が
「
碑ひ

文ぶ
ん

探
し
」

で
あ
る
。
碑
文
は
川
沿
い
に
ひ
っ
そ
り

建
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

碑
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
読
む
と

空
間
の
履
歴
が
見
え
て
く
る
。

　

筑
後
川
は
組
曲
で
上
流
・
中
流
・
下

流
が
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
、
感
覚
的
に
川

の
流
れ
の
変
化
を
と
ら
え
や
す
い
。
そ

し
て
流
域
に
点
在
す
る
碑
文
に
も
空
間

坂本さんと行く川巡り  第27回  
Go ! Go ! 109水系

碑
文
が
語
る
、筑
後
平
野
の
幸
が
生
ま
れ
た
所ゆ

え
ん以

筑
後
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
故
・
古
賀
邦
雄
さ
ん
と

よ
く
一
緒
に
巡
っ
て
い
た
と
い
う
「
筑
後
川
」
を
辿
り
ま
し
た
。

筑後川が有明海に注ぐ河口付近。川面を二分するようにつくられているのは「導流堤」 水の文化 78号　Go!Go!109水系 44
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碑
文

若山牧水歌碑
えつ傳承碑
筑後川災害復旧記念の碑
床島堰頌徳碑

堀川紀功碑
中村哲頌徳碑
長野水竇記
三堰碑
隧道改修竣工記念碑
宮入貝供養碑
望郷志屋校之碑
室原知幸さんの言葉を記した碑
後藤豊三郎銅像と記念碑

の
履
歴
が
記
さ
れ
て
い
て
、
上
流
・
中

流
・
下
流
の
世
界
観
を
想
像
し
や
す
い
。

今
回
は
古
賀
さ
ん
と
よ
く
ま
わ
っ
た
筑

後
川
を
、
碑
文
を
訪
ね
な
が
ら
巡
っ
た
。

い
つ
か
来
る
日
の
た
め
に

遺
し
た
「
知
の
宝
」

　

古
賀
さ
ん
は
水
資
源
開
発
公
団
（
現
・

水
資
源
機
構
）
に
勤
め
て
い
た
。
転
勤
の

度
に
全
国
の
古
書
店
で
ま
だ
見
ぬ
河
川

書
を
探
し
出
し
、
引
っ
越
し
の
度
に
荷

が
重
く
な
り
な
が
ら
も
大
事
に
河
川
書

を
持
ち
回
っ
た
。
早
期
退
職
後
、
古
賀

さ
ん
は
筑
後
川
流
域
を
住す

み
か処

と
し
、
私

設
の
「
古
賀
河
川
図
書
館
」（
以
下
、
河
川

図
書
館
）
を
築
い
た
。
河
川
書
約
１
万
３

０
０
０
冊
を
分
類
し
、
多
く
の
人
に
河

川
の
知
を
提
供
し
た
。

　

大
学
１
年
生
の
時
、
福
岡
に
帰
省
し

て
い
た
私
は
河
川
図
書
館
の
開
館
前
夜

に
古
賀
さ
ん
を
訪
ね
、
河
川
書
を
贅
沢

に
読
み
漁
っ
た
。
そ
の
後
も
行
く
度
に

河
川
書
に
囲
ま
れ
て
夜
更
け
ま
で
川
談

義
を
し
た
。
数
年
後
、
博
士
課
程
に
進

学
し
、
全
国
の
川
を
古
賀
さ
ん
と
も
一

緒
に
巡
っ
て
い
た
時
、
ふ
と
古
賀
さ
ん

が
「
い
つ
か
こ
の
図
書
館
を
畳
む
時
、

あ
な
た
は
研
究
者
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
か
ら
、こ
の
本
を
全
部
託
そ
う
か
？
」

と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。「
私
に
は
名

実
と
も
に
〈
荷
〉
が
重
す
ぎ
ま
す
…
…
」

と
答
え
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

　

年
数
を
重
ね
る
う
ち
に
、
古
賀
さ
ん

の
み
な
ら
ず
、
河
川
図
書
館
を
利
用
し

た
多
く
の
人
た
ち
も
河
川
書
の
行
く
末

を
案
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
賀
さ
ん

が
築
い
た
知
の
宝
を
ど
こ
に
遺
そ
う
か
、

と
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
が
検
討
さ
れ
て
は

消
え
る
を
繰
り
返
し
た
。
２
０
１
９
年
、

河
川
書
は
久
留
米
大
学
御み

井い

図
書
館
に

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【筑後川】
江戸時代以前は「筑間川」（筑
後，筑前の間の意）と呼んだが、江
戸時代に幕府の命令により「筑
後川」と呼ぶようになった。「千歳
川」、「一夜川」の異名もある。

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

 筑後川
 水系番号 ： 92
 都道府県 ： 熊本・大分・福岡・佐賀
 源流 ： 瀬の本高原（947ｍ） 
 河口 ： 有明海  
 本川流路延長 ： 143 km 22位／109
 支川数 ： 235河川 15位／109
 流域面積 ： 2863 km2 21位／109
 流域耕地面積率 ： 19.4 ％ 16位／109
 流域年平均降水量 ： 2285.8 mm 31位／109
 基本高水流量 ： 1万0000 m3/ s 26位／109
 河口換算の
 基本高水流量※ ： 1万9882 m3/ s 10位／109

 流域内人口 ： 110万9925人 15位／109
 流域人口密度 ： 388人 / km2 20位／109
（基本高水流量観測地点：荒瀬〈河口から62.05km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）

【筑後川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成19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

碑文が語る、筑後平野の幸が生まれた所以 筑後川45
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ななの梅
古賀さんの最愛の妻、ななさんを
偲んで植樹された７本の梅が宮
の陣神社にある。毎年梅の時期に
なると，古賀さんが梅の花の写真
を送ってくれた。ここは日本三大合
戦「筑後川の戦い（南北朝の戦い）」
の場としての石碑が残っている。

収
め
ら
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
河
川

書
は
数
年
か
け
て
古
賀
さ
ん
の
周
り
の

仲
間
た
ち
に
よ
っ
て
運
ば
れ
、
２
０
２

０
年
（
令
和
２
）
３
月
、
御
井
図
書
館
内

に
「
古
賀
邦
雄
河
川
文
庫
」（
以
下
、
河
川

文
庫
）
が
開
設
さ
れ
た
。

　

河
川
文
庫
に
行
き
、
古
賀
さ
ん
の
思

考
の
片
鱗
を
探
し
て
河
川
書
を
手
に
と

っ
て
み
る
。
ど
ん
な
交
渉
術
で
集
め
た

の
だ
ろ
う
と
思
う
全
国
の
ダ
ム
工
事
誌

や
用
水
史
、
河
川
工
学
、
河
川
伝
承
、

河
川
の
児
童
文
学
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。

１
万
３
０
０
０
冊
を
こ
う
分
け
た
の
か

と
い
う
分
類
が
何
よ
り
お
も
し
ろ
い
。

　

思
い
返
せ
ば
、
古
賀
さ
ん
は
い
つ
か

来
る
こ
の
日
の
た
め
に
少
し
ず
つ
準
備

を
し
て
い
た
。
集
積
し
た
河
川
書
の
知

は
こ
の
文
庫
で
生
き
続
け
、
こ
こ
に
来

る
と
古
賀
さ
ん
の
河
川
哲
学
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
古
賀
さ
ん
が
旅
立
つ

４
カ
月
前
に
執
筆
さ
れ
、
遺
作
と
な
っ

た
『「
筑
後
川
」
の
本
棚
』
は
筑
後
川

流
域
を
題
材
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
河
川

書
を
紹
介
し
て
い
る
。「
歩
く
河
川
書
」

と
も
言
わ
れ
る
河
川
書
学
者
は
、
筑
後

川
流
域
に
莫
大
な
知
の
宝
を
遺
し
た
。

碑
文
で
読
み
解
く

有
明
海
の
干
満
の
差

　

筑
後
川
河
口
の
昇
開
橋
付
近
に
若
山

牧
水
の
歌
碑
が
あ
り
、
下
流
域
の
特
徴

を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
歌
碑
に

は
、「
筑
後
川 
河
口
ひ
ろ
み
大
汐
の 

干

潟
は
る
け
き 

春
の
夕
ぐ
れ
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
筑
後
川
の
河
口
付
近
を
詠
ん
だ

も
の
で
、
春
の
大
潮
で
は
広
大
な
干
潟

の
夕
暮
れ
が
見
ら
れ
る
と
歌
っ
て
い
る
。

　

筑
後
川
の
下
流
域
は
干
潮
の
際
に
は

広
大
な
干
潟
が
現
れ
、
満
潮
の
際
に
は

満
々
と
水
が
湛
え
ら
れ
、
一
日
の
な
か

で
も
変
化
の
激
し
い
風
景
を
目
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
干
満
差
が
６
ｍ
近
い

有
明
海
で
は
、
船
の
航
行
の
た
め
川
を

２
つ
に
仕
切
り
水
位
を
上
げ
る
港
湾
土

碑
01

碑
02

河川書

下流域

久留米大学御井図書館
工藤彩（あや）さん

久留米大学法学部客員教授
古賀幸久さん

水資源機構筑後川局　梅﨑健史さん

1かつての古賀河川図書館で並
ぶ古賀邦雄さん（左）と坂本貴啓さん
（2019年12月撮影）　2久留米
大学御井図書館に設置された「古
賀邦雄河川文庫」　3古賀さんが
遺した河川書を手に取る坂本さん

図書館では日本十進分類法
に基づき並べていますが、古
賀さんが独自に築いた分類を
なんらかの形で記録しておき
たいと考え、当館の蔵書検索
（OPAC）で分類を確認できる
ようにしました。

古賀さんの葬儀の際、友人代表と
して弔辞を読ませていただきまし
た。その際にも語ったのですが、軽
トラを何度も出して書籍を運ぶ手
伝いをしましたが、本当にとてつも
ない量でした。この河川書は古賀
さんが遺した筑後川流域の宝です。

筑後川は日本の水資源開発
の重要7水系の一つで、上流
から下流まで一体的に水資
源開発を進めてきました。そ
のなかでも筑後大堰は、筑
後平野のみならず福岡都市
圏の人の暮らしも支える水
資源確保に重要な設備です。

若山牧水歌碑えつ傳承碑

41985年（昭和60）3月に完成した筑後大堰。治水の役割
だけでなく、水道用水や灌漑用水、塩害防除など多面的な
利水も担う　5筑後川流域に広がる水田。人びとの幸が生
まれるのは筑後川の水があってこそだ　6夕暮れを迎えた筑
後川下流域。美しい風景に心が和む

水の文化 78号　Go!Go!109水系 46



山田堰

恵利堰
78

9

10

木
技
術
が
あ
る
。
明
治
時
代
の
お
雇
い

外
国
人
、
ヨ
ハ
ニ
ス
・
デ
・
レ
ー
ケ
に
よ

っ
て
設
計
さ
れ
た
。
潟が

た

土ど

の
有
明
海
と

筑
後
川
下
流
の
移
動
を
ス
ム
ー
ズ
に
す

る
技
術
と
し
て
導ど

う
り
ゅ
う
て
い

流
堤
は
欠
か
せ
な
い
。

　

ま
た
、
そ
ば
に
「
え
つ
の
伝
承
碑
」

が
あ
る
。
こ
の
場
所
で
僧
侶
（
弘
法
大
師

と
い
う
説
あ
り
）
が
筑
後
川
を
渡
る
際
に
お

金
が
な
く
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
、
一

人
の
貧
し
い
漁
師
が
不ふ

憫び
ん

に
思
い
舟
を

出
し
て
僧
侶
を
対
岸
に
渡
し
た
。
僧
侶

は
お
金
の
代
わ
り
に
そ
ば
に
生
え
て
い

た
ア
シ
の
葉
を
採
っ
て
川
に
浮
か
べ
る

と
そ
れ
が
エ
ツ
に
姿
を
変
え
、
そ
の
後

エ
ツ
漁
で
賑
わ
っ
た
と
い
う
伝
説
で
あ

る
。
有
明
海
で
は
毎
年
５
月
に
エ
ツ
漁

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
エ
ツ
は
有
明
海

固
有
の
魚
で
、
海
と
川
を
つ
な
ぐ
汽
水

域
を
必
要
と
す
る
。

　

碑
文
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
有
明
海

特
有
の
風
景
を
よ
り
深
く
感
じ
と
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

一
方
、
有
明
海
の
塩
分
が
遡そ

上じ
ょ
うす

る

た
め
、
筑
後
川
の
水
利
用
に
は
大
変
な

面
も
あ
る
。
下
流
域
の
農
業
に
使
う
水

は
、
海
水
よ
り
も
比
重
が
軽
い
淡
水
だ

け
を
取
水
（
ア
オ
取
水
）
し
な
が
ら
用
い

て
き
た
。（『
水
の
文
化
』
３
号
「
有
明
海
と
ア
オ

（
淡
水
）
の
世
界
」
参
照
）。

　

今
は
筑
後
大
堰
を
つ
く
っ
て
潮
止
め

を
し
、
筑
後
平
野
百
万
人
の
水
を
賄
う

だ
け
で
な
く
、
流
域
外
の
福
岡
市
に
も

水
を
送
り
、
福
岡
市
内
３
分
の
１
ほ
ど

の
水
を
も
賄
っ
て
い
る
。

江
戸
期
の
苦
悩
を
遺
す

水
利
事
業
「
四
大
井
堰
」

　

筑
後
川
の
中
流
域
は
、
水
を
制
御
す

る
こ
と
の
難
し
さ
を
語
る
碑
文
や
史
跡

が
多
く
あ
る
。
過
去
幾
度
も
水
害
と
向

き
合
い
、
そ
の
水
を
平
野
に
引
き
込
む

こ
と
に
挑
ん
で
き
た
。
そ
の
一
つ
が
江

戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
「
筑
後
川
四よ

ん

大だ
い

井い

堰ぜ
き

」
で
、
下
流
か
ら
順
に
恵え

利り

堰ぜ
き

→

山
田
堰
→
大
石
堰
→
袋
野
堰
が
あ
る
。

こ
の
堰
一
つ
一
つ
に
田
畑
へ
水
を
取
り

込
む
た
め
の
苦
悩
が
あ
っ
た
。

　

最
下
流
の
恵
利
堰
は
「
鬼
殺
し
」
と

呼
ば
れ
る
急
流
難
所
が
あ
り
、
有
馬
藩

主
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
草
野
又
六
や
庄
屋

た
ち
は
苦
労
し
な
が
ら
堰
を
完
成
さ
せ
、

左
岸
側
に
水
を
引
き
込
ん
だ
。
そ
れ
は

堰
付
近
の
竹
や
ぶ
に
あ
る
水
神
碑
の
そ

ば
に
碑
文
と
し
て
ひ
っ
そ
り
語
り
継
が

れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
聞
く
と
英
雄
譚

だ
が
碑
文
は
正
直
だ
。
よ
く
読
む
と
、

又
六
は
３
５
０
０
人
の
も
の
農
民
を
人

夫
と
し
て
石
堤
工
事
に
従
事
さ
せ
、
有

馬
藩
主
に
褒
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
裏
に
、

用
水
の
恩
恵
を
受
け
な
い
農
民
の
労
働
、

ご
先
祖
様
の
墓
石
の
差
し
出
し
、
厳
し

い
年
貢
の
取
り
立
て
な
ど
も
あ
り
、「
マ

ム
シ
の
よ
う
に
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
た
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
農
民
た
ち
の
苦
し

み
の
先
に
今
の
恵
利
堰
が
あ
る
と
思
う

と
、
一
際
慈
し
み
た
く
な
る
。

　

そ
の
上
流
の
山
田
堰
は
右
岸
に
つ
く

ら
れ
、
堰
か
ら
堀
川
用
水
を
取
り
入
れ

て
い
る
。
取
水
口
付
近
の
堰
の
水
圧
を

緩
和
す
る
た
め
斜
め
堰
を
つ
く
り
、
自

然
流
下
で
水
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
し
た
。
こ
の
堰
の
技
術
を
活
か
し
て
、

福
岡
県
出
身
の
医
師
、
中
村
哲て

つ

さ
ん
は

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
灌か

ん

漑が
い

技
術
を
普
及

さ
せ
た
。
中
村
哲
さ
ん
没
後
２
年
の
２

０
２
１
年
（
令
和
３
）
２
月
に
新
た
に
石
碑

が
建
立
さ
れ
、
句
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
上
流
に
大
石
堰
が
あ
る
。
こ

こ
も
右
岸
の
村
に
水
を
引
き
込
む
た
め
、

５
人
の
庄
屋（
以
下
、五
庄
屋
）
が
有
馬
藩
に

請
願
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
周
囲
の

村
か
ら
堰
新
設
に
よ
る
水
害
を
懸
念
し

て
反
対
も
受
け
る
が
、
五
庄
屋
は
「
万

が
一
が
あ
れ
ば
、
極
刑
に
処
せ
ら
れ
て

碑
06

碑
04

碑
05

碑
03

中
流
域

国土交通省筑後川河川事務所　左から、技術副所長の坂本二俊（つぐとし）さん、統括地域防災調整官の熊井教寿（のりひさ）さん、
事業対策官の中島一州（かずくに）さん、統括保全対策官の坂口誠さん

中村哲頌徳碑

床島堰頌徳碑

堀川紀功碑

筑後川災害復旧記念の碑
1953年（昭和28）6月に九
州一帯を襲った豪雨被害
からどのように復旧したの
かが記されている

昭和28年水害は最も大
変な洪水となりました。
現在の久留米市付近で
もあちこちの堤防が切
れたので、これを機に現
代的な治水事業が進ん
でいきます。

7四大井堰の最下流に位置する「恵利堰」　8恵利堰の左岸にはひっ
そりと、しかしいくつもの石碑がある。これは「水神」を祀ったもの　9この
付近が「鬼殺し」と呼ばれる急流だったことを記す石碑　10この「山田
堰」をモデルとして故・中村哲さんはアフガニスタンに取水堰を築いた

碑文が語る、筑後平野の幸が生まれた所以 筑後川47



大石堰

袋野堰

11

1213

14

15

16

宮入貝供養碑

中流域の支流・宝満川（ほうまんがわ）沿い

に「宮入貝（ミヤイリガイ）供養碑」という石碑

がある。江戸時代から筑後川中流域では

原因不明の奇病が発生していた。明治期

に宮入貝を中間宿主とする日本住血吸虫

（にほんじゅうけつきゅうちゅう）という寄生虫によ

る病気とわかり、撲滅に向けて水路のコン

クリート化や川で水泳の授業をしないでよ

いようにプールの設置が進められた。1990

年（平成2）に安全宣言が出され、宮入貝の

供養碑が建立された。撲滅記念碑でなく、

供養碑としたことは「貝に罪はない」と建

立者が語っているようにも思え、この碑文

が切なくてならない。

も
異
存
な
し
」
の
覚
悟
で
、
村
人
総
出

で
決
死
の
工
事
が
行
な
わ
れ
、
堰
は
完

成
す
る
。
五
庄
屋
は
水
神
社
に
祀
ら
れ
、

水
を
引
き
込
む
苦
難
は
碑
文
や
神
社
に

残
さ
れ
て
い
る
。
命
を
賭
し
た
五
庄
屋

に
農
民
も
心
動
か
さ
れ
、「
決
し
て
処
刑

さ
せ
て
な
る
も
の
か
」
と
慎
重
か
つ
懸

命
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
胸
が
熱
く
な

る
。
同
時
期
の
恵
利
堰
と
は
ま
た
異
な

る
ド
ラ
マ
が
あ
り
、
過
去
の
人
物
像
ま

で
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
は
、
碑
文
が

語
る
お
も
し
ろ
さ
か
も
し
れ
な
い
。
五

庄
屋
の
物
語
が
校
歌
に
な
っ
て
語
り
継

が
れ
て
い
る
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
。

　

最
上
流
に
あ
る
の
は
袋
野
堰
。
大
石

堰
の
恩
恵
を
受
け
な
い
上
流
の
村
々
の

た
め
、
大
庄
屋
の
田
代
重し

げ

栄よ
し

が
私
財
を

投
じ
、
水
床
に
も
入
っ
て
工
事
し
な
が

ら
堰
を
完
成
さ
せ
た
。
さ
ら
に
雇
わ
れ

た
中
国
筋
の
鉱
山
（
石
見
銀
山
）
の
鉱
夫
が

手
掘
り
し
た
約
２
ｋｍ
の
隧ず

い

道ど
う

か
ら
水
を

通
し
、
田
畑
を
潤
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

私
財
を
投
じ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
日
本

各
地
の
碑
文
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
個
人
の
功
労
が
現
在
の
堤
防
や

堰
、
隧
道
な
ど
イ
ン
フ
ラ
の
礎

い
し
ず
えと
な
っ

て
い
る
こ
と
も
多
く
、「
頌
徳
碑
」
と
し

て
碑
文
を
見
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。

 
公
共
事
業
の
在
り
方
を

問
う
た
「
蜂
の
巣
城
」

　

筑
後
川
上
流
に
は
水
源
と
な
る
ダ
ム

群
（
大
山
ダ
ム
、
松
原
ダ
ム
、
下
筌
（
し
も
う
け
）

ダ
ム
）
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
下
筌
ダ

ム
か
ら
森
の
な
か
へ
続
く
小
さ
な
道
を

下
り
て
い
く
と
、「
公
共
事
業
は 

法
に

叶
い 

理
に
叶
い 

情
に
叶
う
も
の 

で
あ

れ
」
と
書
か
れ
た
碑
が
あ
る
。
こ
の
碑

の
真
意
を
知
る
に
は
、「
蜂は

ち

の
巣す

城じ
ょ
う闘

争
」
と
呼
ば
れ
る
歴
史
を
ひ
も
解
く
必

要
が
あ
る
。

　

こ
こ
は
建
設
時
に
激
し
い
ダ
ム
闘
争

が
あ
っ
た
。
ダ
ム
予
定
地
の
地
主
だ
っ

た
室
原
知
幸
さ
ん
は
じ
め
住
民
た
ち
は

当
初
、
離
れ
る
寂
し
さ
を
感
じ
つ
つ
も

土
地
の
提
供
を
容
認
し
て
い
た
。
し
か

し
、
住
民
・
行
政
双
方
の
立
場
か
ら
ダ

ム
建
設
の
将
来
を
見
据
え
る
な
か
で
、

小
さ
な
言
動
が
徐
々
に
行
き
違
い
、
そ

の
な
か
で
生
ま
れ
た
不
信
感
が
募
り
、

住
民
た
ち
が
ダ
ム
サ
イ
ト
予
定
地
の
崖

に
砦
を
築
い
て
籠
城
す
る
反
対
運
動
が

始
ま
っ
た
。
崖
に
築
か
れ
た
要
塞
に
一

歩
で
も
近
づ
こ
う
も
の
な
ら
、
巣
を
守

る
蜂
た
ち
が
防
衛
す
る
よ
う
な
に
ら
み

合
い
を
「
蜂
の
巣
城
」
と
表
現
し
た
。

　

籠
城
は
そ
う
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

反
対
派
の
住
民
も
長
引
く
闘
争
か
ら
一

人
、
ま
た
一
人
と
減
り
、
巣
穴
を
減
ら

し
た
蜂
の
巣
城
に
行
政
代
執
行
が
実
施

さ
れ
た
。
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
最
後
ま
で

残
っ
た
室
原
さ
ん
は
さ
ぞ
無
念
だ
っ
た

だ
ろ
う
。

　

行
き
違
い
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
悲
劇

碑
10

碑
07

碑
08

碑
09

中
流
域

浮羽まるごと博物館協議会会長佐藤好英さん

大石堰改築に五庄屋の存在
は欠かせませんでした。「失敗
したらはりつけ」という決死
の覚悟を見せたことで、村人
を団結させ、工事を成功に導
いたといえるかもしれません。

長野水竇記

三堰碑 さんえんのひ
大石堰からの水を通す大
石・長野水道のほとりにある

隧道改修竣工記念碑

11夏梅村庄屋・栗林次兵衛、清宗村
庄屋・本松平右衛門、高田村庄屋・山下
助左衛門、今竹村庄屋・重富平左衛門、
菅村庄屋・猪山作之丞の5人の庄屋が
願い出たことで、藩営事業として施工され
た「大石堰」　12五庄屋の家紋が刻ま
れた水盤（御手水）　13五庄屋が祀ら
れている「長野水神社」　14「袋野堰」
は夜明ダムが完成したことによって水没
し、今はその姿を見ることはできない　
152017年（平成29）の豪雨で夜明
ダムの水を抜いたことで久しぶりに姿を
現した袋野堰提供：佐藤好英さん　
16私財を投じて袋野堰をつくった田代
重栄を偲んで建立された「田榮神社」
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18

1920

松下（まつしも）ダムカレー
松原ダム・下筌ダムは連続するダムで、下筌ダ
ムの直下流でさらに水を溜める構造で、この2
つで多くの水を蓄えている。この2つを模した
「松下（まつしも）ダムカレー」を松原ダム付近の
レストハウスで食すことができる。堤体（ていた
い）をごはんで表現し、アーチの方は下筌ダム、
重力式コンクリートの方は松原ダムで、その間
には湖面としてルーが敷かれている。カレーを
食べた後は実際のダム見学に出かけよう。

日田と大川
上流域の日田（ひた）は木材の産地として林業で栄え、集積させる川港でもあった。日田の木材は三隈川（みくまがわ）（筑
後川）を通って下流へ送り出され、河口から各地へ運び出した。河口の大川では、杉材を加工した家具生産が盛んである。河口の産業は上流と密接にかかわっていることが多く、河口は流域を映す鏡ともいえる。明治時代に日田で最も大きい製材所と伝わる「ヤマキチ」二代・後藤豊三郎の銅像を見つけた。

を
、
古
賀
さ
ん
は
「
勘
定
と
感
情
の
問

題
で
す
」
と
生
前
に
語
っ
て
い
た
。
ど

れ
だ
け
お
金
を
積
ま
れ
て
も
、
相
手
へ

の
配
慮
が
欠
け
て
い
た
り
、
感
情
の
す

れ
違
い
が
あ
っ
た
り
す
る
と
譲
れ
な
い

も
の
も
で
き
、
補
償
の
合
意
は
成
り
立

た
な
く
な
る
。

　

こ
の
闘
争
以
来
、
河
川
行
政
も
改
め

て
身
を
律
し
た
。
ダ
ム
関
係
者
は
、
補

償
の
精
神
と
し
て
、
水
源
地
域
の
補
償

は
地
元
の
事
情
や
感
情
に
寄
り
添
い
な

が
ら
よ
り
丁
寧
に
進
め
て
い
く
こ
と
を

前
提
に
水
資
源
開
発
に
取
り
組
ん
で
い

っ
た
。
現
在
の
国
が
行
な
う
ダ
ム
事
業

で
は
「
水
源
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
必
ず

設
定
さ
れ
て
お
り
、
単
な
る
補
償
で
終

わ
り
で
は
な
く
、
下
流
の
た
め
に
恩
恵

を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
上
流
の
人
び
と

に
対
し
て
、
新
た
な
生
活
を
支
援
す
る

よ
う
な
地
域
振
興
策
が
練
ら
れ
て
い
る
。

　

補
償
の
精
神
は
、
単
な
る
犠
牲
へ
の

補
償
で
は
な
く
、
水
源
地
域
住
民
の
未

来
に
向
け
た
、
水
源
地
域
振
興
ま
で
含

ん
だ
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

百
万
人
の
生
活
の
幸
を

碑
文
か
ら
知
っ
て
祈
る

　

筑
後
川
を
下
流
か
ら
上
流
へ
と
巡
る

な
か
で
、
今
は
土
地
の
恩
恵
を
受
け
て

暮
ら
し
て
い
る
が
、
そ
の
豊
か
さ
を
ど

の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
の
か
を
考

え
る
の
は
謎
解
き
で
、
碑
文
こ
そ
が
そ

の
謎
を
解
く
過
去
の
履
歴
だ
。

　

今
回
は
、
エ
ツ
漁
の
で
き
る
喜
び
、

井
堰
を
つ
く
っ
て
土
地
は
豊
か
に
な
っ

た
が
尊
敬
さ
れ
な
い
庄
屋
、
決
死
の
覚

悟
で
今
も
尊
敬
さ
れ
て
い
る
五
庄
屋
、

新
た
な
水
資
源
が
開
発
さ
れ
る
と
同
時

に
沈
む
集
落
の
や
る
せ
な
さ
な
ど
、
人

の
感
情
の
裏
側
で
、
筑
後
平
野
の
暮
ら

し
が
ど
う
豊
か
に
な
っ
て
き
た
か
の
所

以
を
碑
文
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

古
賀
さ
ん
は
川
沿
い
で
碑
文
を
見
つ

け
る
と
必
ず
読
ん
で
回
っ
た
。
碑
文
を

読
む
こ
と
は
過
去
の
筑
後
川
を
理
解
す

る
手
段
で
あ
る
。 

も
う
そ
こ
に
一
緒
に

巡
る
古
賀
さ
ん
は
い
な
い
の
だ
け
れ
ど

も
、
古
賀
さ
ん
な
ら
こ
こ
に
興
味
も
つ

だ
ろ
う
な
ど
、
私
の
感
覚
の
な
か
に
も

古
賀
さ
ん
に
教
わ
っ
た
川
巡
り
の
術
が

息
づ
い
て
い
る
気
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。

　

筑
後
川
を
巡
っ
て
い
る
と
畔あ

ぜ

に
ぽ
つ

ぽ
つ
と
彼
岸
花
を
見
か
け
た
。
古
賀
さ

ん
が
よ
く
三さ

ん

途ず

の
川
を
挟
ん
で
此し

岸が
ん

（
こ
の
世
）と
彼ひ

岸が
ん（

あ
の
世
）の
話
を
し
て
く

れ
た
。
古
賀
さ
ん
は
三
途
の
川
の
川
巡

り
す
ら
も
楽
し
ん
だ
だ
ろ
う
か
。

　

そ
っ
と
彼
岸
花
を
筑
後
川
の

此
岸
に
供
え
た
。

（
２
０
２
４
年
９
月
12
～
14
日
取
材
）

碑
11

碑
12

碑
13

上流域

NPO法人下筌ダム湖と森の会代表理事矢野今朝明（けさあき）さん

ダムの銘板の「下筌ダム」の文字は、蜂
の巣城の城主の室原知幸さんが砦に立
てるために書いた「下筌ダム反対」の文
字をかたどったものです。ダムに室原さ
んの文字を残すことで、ダム建設の教訓
を今なお風化させずに伝えています。

望郷志屋校之碑
松原ダム建設に伴い水没
した志屋集落。この碑に
は移転を余儀なくされた
住民の名が刻まれている

室原知幸さんの言葉を
記した碑

後藤豊三郎銅像と記念碑

171969年（昭和44）完成のアーチ式コンクリートダム
「下筌ダム」　18下筌ダム建設反対派が築いた砦。
「蜂の巣城」と呼ばれた提供：筑後川ダム統合管理事
務所　19下筌ダム資料室（しもうけ館）に保管されて
いる蜂の巣城闘争当時の文字看板　20室原知幸さ
んが書いた文字を模したとされる下筌ダムの銘板

漫画『進撃の巨人』主
人公たちの石像と並ん
で大山ダムを見上げる
坂本さん。作者の漫画
家・諫山創さんは日田
市の出身ダムカードを
元に編集部加工

木材集積所だった亀山公園

松下（まつしも）ダムカレー（上）。堤体を模したライス専用の金型（下）

碑文が語る、筑後平野の幸が生まれた所以 筑後川49
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「みず・ひと・まちの未来モデル」
島原編完結！

「アドバイザー会議」を実施

「名水サミット in しまばら」　野田岳仁さんが基調講演
　2024年（令和6）8月24日、長
崎県の島原市有明総合文化会
館で「名水サミット in しまばら」
が開かれました。名水サミットは、

「名水百選」に選定された176
の市町村からなる全国水環境
保全市町村連絡協議会が、地域
づくりの推進ならびに水の大切
さを広めることを目的に毎年開
催している全国大会です。今回
は名水百選「島原湧水群」を擁
する島原市で実施されました。
　およそ300人が集まった「名
水サミット in しまばら」の基調
講演を司ったのが、本誌連載「み
ず・ひと・まちの未来モデル」で
お馴染みの法政大学現代福祉
学部准教授の野田岳仁さんです。

「“井戸端”から考える コミュニテ
ィの未来」と題して、観光地化が

進んでもなぜ浜の川湧水は地域
住民の生活の場でありつづける
のかを、独自の調査研究からわ
かりやすく説明し、「井戸端の再
生はコミュニティの再生につな
がる」と締めくくりました。
　また、パネルディスカッション
にも野田さんは登壇。島原市長
の古川隆三郎さん、島原出身の
俳優・宮﨑香蓮さん、地元の高
校生・荒木香帆さん、荒木咲里
奈さんと意見交換を行ないまし
た。ちなみに、荒木香帆さんはそ
の直後に行なわれた野田ゼミ夏
合宿にも参加し、先輩たちに臆
することなく自分の意見を述べ
ていました（p.41参照）。
　次回の名水サミットは、2025
年（令和7）11月8日に神奈川県
秦野市で開催される予定です。

　本誌連載中の「みず・ひと・まち
の未来モデル」。４年目となる
2024年度は長崎県の島原市を
舞台に研究活動を行ない、その
成果を2024年11月25日に発表
しました（詳細はpp.36-43参照）。
　法政大学准教授の野田岳仁さ
ん、そして一人ひとりが全力を出
し切った野田ゼミ３年生が、同年

12月26日にミツカンの東京ヘッ
ドオフィスを来訪し、研究活動で
得たことや自身が成長した点な
どを話してくれました。
　本誌ではご紹介しきれなかっ
た研究成果の資料やゼミ生たち
のコメントなどは、センターのHP
で２月下旬に公開する予定です。
ぜひご覧ください。

　2024年９月下旬、当セン
ターのアドバイザーである鳥
越皓之さん、陣内秀信さん、
沖大幹さんとセンターのスタ
ッフが一堂に会して「アドバ
イザー会議」を実施しました。
　会議では、2024年度前
半に行なった活動内容を報
告し、2025年度の活動計
画案をお伝えしたうえで、意
見交換を行ないました。アド
バイザーの方々からは大局
的な見地から貴重なご助言

をいただきました。それを活
かしながら2025年度以降
もセンター活動を進めてま
いります。
　また、会議に先立ち、2024
年の「ストックホルム水大賞

（Stockholm Water Prize）」を
受賞した沖さんから、同年8
月にストックホルム市庁舎
で行なわれた授賞式につい
てのご報告もいただきまし
た。沖さん、おめでとうござい
ます。

センター活動報告

名水サミット

『水の文化』連載アドバイザー会議

世界遺産への登録で注目の「佐渡」
機関誌『水の文化』61号 「水が語る佐渡」
2024年7月27日にユネスコの世界文化遺産に登録された「佐渡」。いわずと知れた金山で
有名な島ですが、金銀の採掘技術や農業・建築技術に、水を巧みに活用する優れた知恵が
備わっていました。佐渡へお出かけになる前に、ぜひご一読いただきたい一冊です。バックナ
ンバーをご希望の方はHPからご連絡をお待ちしています。

バックナンバー

Pick up

vol. 2.5

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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（左）「名水サミット in しまばら」で基調講演を行なう野田岳仁さん 
（右）５名が登壇し、水への想いや井戸の想い出などを語り合った
パネルディスカッション

2019年2月発行
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 Inform
ation

①『純喫茶コレクション』（難波里奈さんの著書）
②『珈琲の世界史』（旦部幸博さんの著書）
③『KISSA BY KISSA 路上と喫茶―僕が日本を歩いて旅する理由』（クレイグ・モドさんの著書）
④『大坊珈琲店のマニュアル』（大坊勝次さんの著書）

それぞれ1名

① ② ③
④

コーヒー・喫茶店の書籍をプレゼント！

編
集
後
記

昔
な
が
ら
の
マ
ス
タ
ー
が
い
る
喫
茶
店
、
ち
ょ
っ
と
入
り
に
く
い
け

れ
ど
、
い
つ
か
は
入
っ
て
み
た
い
・
・
・
。
喫
茶
店
が
放
つ
「
魅
力
」

は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
？ 

そ
れ
が
「
水
の
文
化
」
と
ど
う
関
係
す
る

の
か
?! 

答
え
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
、手
探
り
で
進
め
た
取

材
で
す
。
私
た
ち
は
、「
水
」
の
あ
る
場
所
に
人
は
吸
い
寄
せ
ら
れ
、

そ
こ
で
交
流
す
る
も
の
な
ん
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
が
、
み
な
さ
ん
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？ 

感
想
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。（
松
）

喫
茶
店
の
思
い
出
と
い
え
ば
、
小
さ
な
こ
ろ
に
叔
母
が
連
れ
て
行
っ

て
く
れ
た
自
宅
近
所
の
お
店
で
し
た
。
の
ち
に
そ
の
お
店
は
喫
茶
店

で
は
な
く
、
開
店
前
の
ス
ナ
ッ
ク
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
私
に
と
っ
て
の
喫
茶
店
は
、
あ
の
お
店
の
カ
ウ
ン
タ
ー
席

で
、
に
こ
に
こ
と
笑
顔
で
私
を
見
守
る
叔
母
の
タ
バ
コ
と
コ
ー
ヒ
ー

の
香
り
、
そ
し
て
少
し
だ
け
酸
っ
ぱ
い
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
の
味
な

の
で
す
。（
飯
）

誰
と
も
言
葉
を
交
わ
さ
ず
と
も
、
喫
茶
店
に
足
を
運
ぶ
こ
と
は
社
交

な
の
だ
ろ
う
。
目
に
入
る
人
々
の
装
い
、
手
に
し
て
い
る
シ
ョ
ッ
パ

ー
バ
ッ
グ
。
耳
に
入
る
談
笑
、
流
れ
る
音
楽
、
接
客
者
の
声
。
そ
れ

に
か
す
か
に
触
れ
る
だ
け
で
保
た
れ
る〈
正
気
〉が
あ
る
よ
う
な
。
そ

ん
な
場
を
街
に
求
め
る
思
い
。
ま
た
少
し
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
だ
が
、

傍
ら
に
あ
る
の
が
成
分
の
98
％
以
上
を
水
が
占
め
る
飲
み
物
で
あ
る

こ
と
。
そ
の
意
味
を
考
え
る
機
会
に
な
り
ま
し
た
。（
秋
）

連
載
記
事
は
特
集
テ
ー
マ
と
は
関
係
な
い
で
す
が
、
さ
り
げ
な
く
そ

れ
ぞ
れ
を
紐
づ
け
て
い
た
り
し
ま
す
。
今
回
の
喫
茶
店
や
コ
ー
ヒ
ー

と
は
直
接
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
け
れ
ど
、「
二
三
味
珈
琲
」
と
食
の

風
土
記
「
い
し
り
」
は
と
も
に
能
登
半
島
。「
文
化
を
つ
く
る
」
で
は
、

野
田
岳
仁
さ
ん
の
「
島
原
編
」
が
ま
と
め
る
ヒ
ン
ト
に
。
そ
し
て
、坂

本
貴
啓
さ
ん
と
巡
っ
た
「
筑
後
川
」
で
は
、
島
原
の
「
雲
仙
岳
」
が

望
め
た
こ
と
で
、
満
足
で
き
る
一
枚
が
撮
れ
ま
し
た
。（
力
）

自
分
で
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
る
人
な
ら
「
ハ
リ
オ
」
と
「
カ
リ
タ
」
は

ご
存
じ
の
は
ず
。
実
は
私
、
こ
の
２
社
を
海
外
企
業
だ
と
思
い
込
ん

で
い
ま
し
た
。
サ
イ
フ
ォ
ン
や
ハ
ン
ド
ド
リ
ッ
プ
は
１
９
２
０
年
代

に
ア
メ
リ
カ
で
流
行
し
た
も
の
の
コ
ー
ヒ
ー
メ
ー
カ
ー
に
置
き
換
わ

っ
て
し
ま
っ
た
の
に
、
日
本
で
は
脈
々
と
生
き
つ
づ
け
、
い
ま
や
逆

輸
入
の
形
で
重
宝
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
」と
揶
揄

さ
れ
が
ち
な
日
本
で
す
が
、
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。（
前
）
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機関誌『水の文化』はお申込みいただいた方に無償でお送りしております。
機関誌の定期送付やバックナンバーの送付※をご希望の方は、右記の二次元
コード、もしくはURLからお気軽にお申し込みください。
※「No stock」（在庫なし）の表記がある号は送付対象外とさせていただきます
※お申し込み時に在庫がある号をお送りいたします

［在庫状況：2025年1月現在］

機関誌『水の文化』バックナンバー一覧
No.1	 舟運を通して都市の水の文化を探る	
No.2	 水情報との上手なつきあい方	
No.3	 有明海とアオ（淡水）の世界	
No.4	 くらしと水の多様な関係
No.5	 舟運を通して都市の水の文化を探る	中間報告
No.6	 天然ガキをよみがえらせた大造林
No.7	 水の文化楽習プログラムを考える
No.8	 舟運を通して都市の水の文化を探る	ヨーロッパ編	
No.9	 北前船から北洋漁業へ
No.10	 アジアの水辺から見えてくる水の文化
No.11	 洗うを洗う
No.12	 水

みずみち

道の当
あたりまえ

然
No.13	 満

まんすい

水のタイ
No.14	 京都の謎
No.15	 里川の構想（1C）
No.15	 里川の構想（4C）
No.16	 お茶の間

まりょく

力
No.17	 雨のゆくえ
No.18	 排水は廃水か
No.19	 合意の水位（1C）
No.19	 合意の水位（4C）
No.20	 消防力の志
No.21	 適当な湿気
No.22	 温泉の高揚
No.23	 水商売の理

ことわり

No.24	 都市公園
No.25	 舟運気

モード

分
No.26	 クールにホットな2107
No.27	 触発の波及
No.28	 小水力の包

ポテンシャル

蔵力
No.29	 魚の漁

りょうり

理
No.30	 共生の希望
No.31	 脱	水

みず

まわり
No.32	 治水家の統

すべ

No.33	 だしの真髄
No.34	 森林の流域
No.35	 アクアツーリズム（水	環考）
No.36	 愛知用水50年
No.37	 祭りの磁

じ

力
りき

No.38	 記憶の重
レイヤー

合
No.39	 小水力の底力
No.40	 大禹の治水

No.41	 和紙の表情
No.42	 都市を養う水
No.43	 庄内の農力
No.44	 しびれる水族館
No.45	 雪の恵み
No.46	 都市の農業
No.47	 つなぐ橋
No.48	 減災力
No.49	 変わりゆく養殖
No.50	 雨に寄り添う傘
No.51	 水による心の回復力
No.52	 食物保存の水抜き加減
No.53	 ぼくらには妖怪が必要だ
No.54	 和船が運んだ文化
No.55	 その先の藍へ
No.56	 雲をつかむ
No.57	 江戸が意気づくイースト・トーキョー
No.58	 日々 、拭く。
No.59	 釣りの美学―静寂と興奮の狭間で

No.60	 水の守
もりびと

人
No.61	 水が語る佐渡
No.62	 再考	防災文化
No.63	 桶・樽のモノ語り
No.64	 氷河が教えてくれること
No.65	 船乗りたちの水意識
No.66	 地域で受け継ぐ水遺産
No.67	 みずからつくるまち
No.68	 みずみずしい果実
No.69	 Z世代の水意識
No.70	 みんなでつなぐ水	火の国	水の国	熊本
No.71	 南西諸島	水紀行
No.72	 温泉の湯

ゆ

悦
えつ

No.73	 芸術と水
No.74	 体に水チャージ
No.75	 琵琶湖と生きる
No.76	 そばと水
No.77	 みんな、泳いでる？

https://www.mizu.gr.jp/customer/group/mizu.html
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