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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
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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


