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タンチョウ・雲海・硫黄・石炭――

社会的水循環の
トラベルストーリー

北海道釧路市・弟
て し か が

子屈町（水のカムイ観光圏）

中庭 光彦 さん
なかにわ みつひこ

多摩大学経営情報学部事業構想学科教授
多摩大学研究開発機構総合研究所副所長

1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士課程退学。専
門は地域政策・観光まちづくり。郊外や地方の開発政策史研究を続け、人
口減少期における地域経営・サービス産業政策の提案を行なっている。並
行して1998年よりミツカン水の文化センターの活動にかかわり、2014年よ
りアドバイザー。主な著書に『オーラルヒストリー・多摩ニュータウン』（中
央大学出版部 2010）、『N P Oの底力』（水曜社 2004）ほか。

人口減少期の地域政策を研究し、自治体や観光協会などに提案している多摩大学教授

の中庭光彦さんが「おもしろそうだ」と思う土地を巡る連載です。将来を見据えて、若手に

よる「活きのいい活動」と「地域の魅力づくりの今」を切り取りながら、地域ブランディング

の構造を解き明かしていきます。その土地ならではの魅力や思いがけない文化資産、そして

思わぬ形で姿を現す現代の水文化・生活文化にご注目ください。今回は、釧路湿原、阿

寒湖、摩周湖という道東の観光資源を広域化し、自然共生型の国際滞在観光地づくりを

目指す「水のカムイ観光圏」です。

動
き
出
し
た

「
水
の
カ
ム
イ
観
光
圏
」

「
手
つ
か
ず
の
自
然
、
と
い
う
よ
り
も
、

手
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
自
然
で
す
ね
」。

釧
路
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
の
福
田

充
宏
さ
ん
は
、
釧
路
湿
原
の
こ
と
を
そ
う

説
明
す
る
。

　

多
く
の
日
本
人
は
「
水
文
化
」
と
い
う

と
湧
き
水
、
さ
ら
さ
ら
流
れ
る
川
、
水
田

な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る
。
と
こ
ろ
が
、
釧

路
湿
原
に
は
そ
れ
ら
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
風
景
が
広
が
っ
て
い
る
。
何
し
ろ
土
壌

は
泥で

い
た
ん炭

な
の
で
、
水
田
に
も
で
き
ず
、
土

湿原を蛇行しながら滔々と流れる釧路川を細岡展望台から望む。かつ
て弟子屈で採掘した硫黄を釧路川の舟運で太平洋の河口まで運んだ
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地
改
良
の
た
め
に
は
水
を
抜
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
し
て
で
き
た
の
が
牧
草
地
だ

が
、
土
地
を
活
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
排
水

が
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
福
田
さ
ん

は
話
し
た
の
だ
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
日
本
一
の
広
さ
を
も

つ
湿
原
は
ま
さ
に
水
が
な
け
れ
ば
で
き
な

か
っ
た
。
泥
炭
と
は
、
低
温
の
状
態
で
枯

れ
た
植
物
が
水
に
浸
か
っ
た
た
め
に
腐
ら

ず
積
み
重
な
っ
た
も
の
だ
。
ス
ポ
ン
ジ
の

よ
う
な
土
壌
は
釧
路
湿
原
と
し
て
残
り
、

こ
こ
に
棲
む
動
物
や
育
つ
植
物
に
魅
せ
ら

れ
て
観
光
客
が
集
ま
る
。

　

手
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
自
然
が
、
大

き
な
観
光
資
源
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ

の
た
め
、
釧
路
市
と
弟
子
屈
町
は
「
水
の

カ
ム
イ
観
光
圏
」
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

カ
ム
イ
と
は
ア
イ
ヌ
語
で
「
神
」
の
意
味
。

　

水
と
い
っ
て
も
、
高
度
成
長
期
な
ら
ば

排
水
＝
悪
水
と
表
現
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う

な
土
地
に
地
元
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
魅

力
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

発
見
さ
れ
た
タ
ン
チ
ョ
ウ
の
魅
力

　

絶
滅
し
た
と
言
わ
れ
て
い
た
タ
ン
チ
ョ

ウ
が
見
つ
か
っ
た
の
は
釧
路
湿
原
。
現
在

は
1 

6 

0 

0
羽
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
研
究
・
保
護
拠
点
で
あ
る
阿
寒
国
際
ツ

ル
セ
ン
タ
ー
館
長
の
河
瀬
幸み

ゆ
きさ

ん
は
地
元

阿
寒
町
生
ま
れ
。
タ
ン
チ
ョ
ウ
と
の
出
会

い
は
阿
寒
中
学
校
の
学
校
行
事
で
一
斉
調

査
に
か
か
わ
っ
て
か
ら
の
こ
と
。「
湿
原
な

ん
か
、
あ
ん
な
土
地
誰
が
使
う
か
、
と
嫌

わ
れ
て
い
た
場
所
に
タ
ン
チ
ョ
ウ
が
ひ
っ

そ
り
棲
ん
で
い
た
の
で
す
」
と
い
う
。

　

阿
寒
中
学
校
の
ツ
ル
ク
ラ
ブ
は
、
タ
ン

チ
ョ
ウ
保
全
活
動
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ

な
い
存
在
だ
。
創
立
は
1 

9 

5 

7
年
（
昭

和
32
）
の
こ
と
。
当
時
の
校
長
だ
っ
た
大

井
健
次
氏
が
保
全
に
熱
心
で
、
幸
さ
ん
の

父
も
創
立
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。
大
井
氏
の

野
帳
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
丹
念
に

生
息
場
所
が
書
き
込
ま
れ
た
ノ
ー
ト
か
ら

は
当
時
の
熱
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
当
初

は
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を

も
っ
て
き
て
給
餌
す
る
「
一
人
一
握
り
運

動
」
を
行
な
い
、
ド
ジ
ョ
ウ
の
養
殖
池
を

つ
く
っ
て
エ
サ
と
し
て
撒
い
て
い
た
と
い

う
。

　

河
瀬
さ
ん
自
身
が
タ
ン
チ
ョ
ウ
の
魅
力

に
気
が
つ
い
た
の
は
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
、
学
生

の
こ
ろ
か
ら
生
活
の
場
で
普
通
に
見
か
け

て
い
た
か
ら
だ
。

「
す
ご
い
鳥
だ
と
気
づ
い
て
い
な
い
し
、

ス
ズ
メ
や
カ
ラ
ス
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
で

す
。
地
元
の
人
は
み
ん
な
そ
う
な
ん
で
す
。

釧
路
市
民
に
と
っ
て
も
ツ
ル
は
特
別
な
存

在
で
は
な
い
の
で
、
魅
力
に
気
が
つ
か
な

1 「釧路湿原」「阿寒湖」「摩周湖」という３つのエリアを一体化して観光資源とする「水のカムイ
観光圏」について説明する一般社団法人 釧路観光コンベンション協会 誘致推進課の福田充宏さん
2 阿寒国際ツルセンターの館長を務める河瀬幸さん。生きものを専門に勉強したことはないが、そ
れがかえって市民目線の解説につながり「わかりやすい」と評判だ。手にするのはタンチョウを撮る
ために購入したカメラと望遠レンズ
3 阿寒中学校第二代校長の故・大井健次氏が書き残したタンチョウに関する野帳。住民への聞き取
り調査やタンチョウの飛来数などが克明に記されている　撮影資料提供：阿寒国際ツルセンター
4 阿寒国際ツルセンターで飼育されているタンチョウ。北海道のタンチョウはシベリアに渡らず、北
海道（主に道東）で一年中暮らす。頭頂部の赤は、実は皮膚の色。興奮すると赤く膨らむ

1

2 3 4
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い
で
過
ご
し
て
い
る
の
が
も
っ
た
い
な
い
」

　

河
瀬
さ
ん
は
解
説
員
と
し
て
ツ
ル
の
魅

力
を
伝
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
今
は
釧
路

の
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
の
魅
力
を
ブ
ロ

グ
で
毎
朝
発
信
し
て
い
る
（
注
1
）。
釧
路

は
湿
地
が
多
く
川
も
あ
り
森
が
多
い
。
そ

の
結
果
、
鳥
が
多
く
な
る
。「
や
は
り
水
が

大
事
」
と
河
瀬
さ
ん
は
話
す
。

（注 1）「タンチョウ＆ミキィ」ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/aicc_grus

カヌーガイド・橋口さんの指導を受け、塘路湖
から細岡カヌーポートまで2時間ほどカヌーを漕
ぐ。河畔で草をはむエゾシカの家族や、樹上か
ら川魚を狙うオジロワシなどに遭遇した

JR細岡駅そばの「細岡カヌーポート」から見た釧路川。晴天時はこのような深い青ときらめく水面が見られる

株式会社ツーリズムて
しかが代表取締役の
中嶋康雄さん。弟子屈
の自然と歴史、文化を
発信し、観光を基盤と
するまちづくりに奔走。
阿寒湖との連携も模索
している

ツーリズムてしかがの
ネイチャーガイド、山崎
雄哉さんは茨城県出
身。地域おこし協力隊
として新冠（にいかっ
ぷ）町に着任したこと
をきっかけに弟子屈町
に移住した

釧
路
川
で
カ
ヌ
ー
を
漕
ぐ

　

さ
て
、
ツ
ル
の
魅
力
も
聞
い
た
し
と
腰

を
上
げ
る
と
「
カ
ヌ
ー
乗
り
ま
し
た
？
」

と
河
瀬
さ
ん
。「
い
い
え
」
と
答
え
る
と
、

そ
の
場
で
仲
間
に
電
話
を
し
て
く
れ
た
。

　

翌
朝
、
塘と

う
ろ
こ

路
湖
か
ら
J  

R
細
岡
駅
ま

で
の
釧
路
川
を
2
時
間
か
け
て
カ
ヌ
ー
を

漕
い
だ
。
風
の
香
り
、
オ
ジ
ロ
ワ
シ
や
シ

カ
に
見
ら
れ
て
い
る
感
じ
、
そ
し
て
静
け

さ
。
気
持
ち
い
い
な
ぁ
。
堤
防
は
な
い
し
、

勾
配
が
低
い
か
ら
流
れ
は
ほ
ん
と
う
に
ゆ

っ
く
り
。
蛇
行
し
た
川
の
ほ
と
り
に
は
草

し
か
な
い
。
途
中
、
沼
に
入
ろ
う
と
思
っ

た
ら
カ
ヌ
ー
の
底
が
つ
か
え
て
し
ま
っ
た

ほ
ど
河
床
が
浅
い
。

　

1 

9 

2 

0
年
（
大
正
9
）
8
月
に
釧
路
川

が
市
内
で
あ
ふ
れ
大
洪
水
と
な
り
1
週
間

水
が
引
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
後
で

知
っ
た
が
、
そ
れ
も
実
感
で
き
た
。

川
湯
温
泉
の

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
開
発

　

私
た
ち
は
、
酪
農
で
豊
か
な
鶴
居
村
を

経
由
し
て
、
弟
子
屈
町
の
川
湯
温
泉
に
伺

っ
た
。
釧
路
か
ら
車
で
約
2
時
間
。
こ
こ

で
お
会
い
し
た
の
が
株
式
会
社
ツ
ー
リ
ズ

ム
て
し
か
が
代
表
取
締
役
の
中
嶋
康
雄
さ

ん
。
そ
し
て
社
員
で
ネ
イ
チ
ャ
ー
ガ
イ
ド

の
山
崎
雄
哉
さ
ん
。
中
嶋
さ
ん
は
川
湯
温

泉
の
老
舗
で
あ
る
川
湯
観
光
ホ
テ
ル
の
三

代
目
社
長
で
も
あ
る
と
と
も
に
「
水
の
カ

ム
イ
観
光
圏
」
を
引
っ
張
る
主
要
メ
ン
バ

ー
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
会
社
は
弟
子
屈
町
や
屈く

っ
し
ゃ
ろ
こ

斜
路
湖
・

摩
周
湖
の
観
光
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
企
画

す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
会
社
だ
。
今
、

観
光
地
は
名
所
旧
跡
だ
け
で
は
人
を
集
め

ら
れ
な
い
。
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
心
に

残
る
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
大
手
旅
行
代
理
店
で
は
企
画

で
き
ず
、
観
光
地
側
で
企
画
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
で
、
中
嶋
さ

ん
は
、
川
湯
な
ら
で
は
の
体
験
プ
ロ
グ
ラ

ム
企
画
会
社
を
つ
く
っ
た
わ
け
だ
。

「
摩
周
・
屈
斜
路
湖
雲
海
ツ
ア
ー
」「
摩
周

湖
星
紀
行
」「
釧
路
川
源
流
川
下
り
」
な
ど

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
、
私
自
身
も
山
崎

さ
ん
に
硫
黄
山
（
ア
ト
サ
ヌ
プ
リ
）
と
摩
周

湖
を
ガ
イ
ド
し
て
い
た
だ
い
た
。
あ
い
に

く
星
は
見
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、
静
け
さ

に
浸
れ
る
の
が
貴
重
だ
。

　

中
嶋
さ
ん
は
言
う
。「
豪
華
で
お
し
ゃ
れ

な
環
境
は
お
金
を
か
け
れ
ば
で
き
る
。
こ

の
静
け
さ
を
い
か
に
価
値
に
転
換
す
る
か

が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
試
さ
れ
て
い
ま
す
。

難
し
い
が
、
川
湯
温
泉
が
や
ら
ね
ば
誰
が

や
る
の
か
と
い
う
思
い
で
す
」。

　

摩
周
湖
は
「
霧
の
摩
周
湖
」
と
呼
ば
れ
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や
す
い
標し

べ
ち
ゃ茶

に
精
錬
所
を
造
り
、
ア
ト
サ

ヌ
プ
リ
・
標
茶
間
に
鉄
道
を
敷
設
。
精
錬

さ
れ
た
硫
黄
は
標
茶
か
ら
釧
路
へ
汽
船
で

輸
送
さ
れ
た
。
そ
の
ル
ー
ト
が
釧
路
川
。

そ
う
、
私
た
ち
が
カ
ヌ
ー
を
漕
い
だ
川
だ
。

　

硫
黄
は
釧
路
か
ら
積
み
出
さ
れ
大
き
な

富
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
過
程
で
汽
船
、

鉄
道
、
蒸
気
精
錬
そ
れ
ぞ
れ
に
石
炭
が
必

要
と
な
る
。
そ
こ
で
安
田
は
釧
路
郊
外
の

春は
る
と
り採

炭
山
の
採
掘
を
同
年
開
始
す
る
。

　

こ
の
春
採
炭
山
は
後
年
、
三
井
、
そ
し

て
太
平
洋
炭
礦
株
式
会
社
へ
と
再
編
さ
れ

た
。
太
平
洋
炭
礦
は
2 

0 

0 

2
年
（
平
成

14
）
に
幕
を
閉
じ
た
が
、
釧
路
市
も
出
資

す
る
釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン
株
式
会
社
に
引

川湯温泉から約３kmに位置する硫黄山。
採鉱は 1896年（明治 29）に休止したが、
今でも噴煙が立ちのぼるなかに身を置くと、
月面に来たような錯覚に陥る。川湯温泉の
源泉はこの地下にあるという

川湯温泉にある足湯。2002年（平成 14）
に整備され、観光客だけでなく、町民が日
常的に使っている

6トンもの大塊炭やかつて坑内で使わ
れていたさまざまな機械類を展示する
「旧太平洋炭礦 炭鉱展示館」。実際
に炭鉱で働いていた方の説明も聞く
ことができる

「摩周湖星紀行」で訪れた夜の摩周湖。天気がよければ高台の展望台からほぼ 360
度、星空を見ることができる。中央奥がぼんやり光っているのは羅臼付近の漁火

硫黄山に向かう自然探勝路を歩く。標高 150ｍ程度なのに高山性植物「ハイ
マツ」が見られる。これは火山ガスや強酸性土壌の厳しい環境がもたらしたもの

る
。「
こ
の
霧
は
、
太
平
洋
の
上
で
発
生
す

る
海う

み
ぎ
り霧

が
南
風
で
摩
周
湖
に
流
れ
込
み
、

そ
れ
が
放
射
冷
却
で
下
が
る
と
雲
海
に
見

え
ま
す
。
そ
し
て
霧
は
蒸
発
し
て
雲
に
な

り
雨
を
降
ら
せ
る
の
で
す
」
と
山
崎
さ
ん
。

海
霧
が
ミ
ネ
ラ
ル
を
含
み
牧
草
に
も
よ
い

と
い
う
の
は
、
福
田
さ
ん
か
ら
も
お
聞
き

し
た
話
で
、
こ
の
水
循
環
の
イ
メ
ー
ジ
が

「
水
の
カ
ム
イ
」
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
は
込

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

硫
黄
山
と
釧
路
を
結
ぶ
線

　

と
こ
ろ
で
、
弟
子
屈
町
川
湯
温
泉
は
近

代
釧
路
の
発
祥
の
地
を
象
徴
す
る
近
代
化

遺
産
と
言
っ
て
も
よ
い
。
川
湯
に
あ
る
硫

黄
山
か
ら
は
、
多
数
の
水
蒸
気
が
吹
き
出

し
、
黄
色
の
山
肌
が
む
き
だ
し
に
な
っ
て

い
る
。

　

こ
の
山
の
硫
黄
採
掘
は
松
前
藩
に
よ
り

幕
末
・
慶
応
年
間
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
の
人
々
は
硫
黄
を
焚
き
つ
け
に
使

っ
て
い
た
と
も
い
う
。
1 

8 

7 

6
年
（
明

治
9
）
に
釧
路
の
場
所
請
負
人
だ
っ
た
佐

野
孫
右
衛
門
が
採
掘
を
開
始
し
た
。
当
時
、

硫
黄
は
対
米
輸
出
品
の
花
形
で
あ
っ
た
。

　

佐
野
が
経
営
を
手
放
し
た
し
ば
ら
く
後
、

1 

8 

8 

7
年
（
明
治
20
）、
安
田
財
閥
の
創

始
者
で
あ
る
安
田
善
次
郎
の
手
に
経
営
が

移
る
。
安
田
は
蒸
気
精
錬
に
使
う
水
を
得
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き
継
が
れ
、
現
在
も
採
掘
を
続
け
て
い
る

日
本
唯
一
の
炭
鉱
と
な
っ
て
い
る
。（
注
2
）

　

釧
路
市
内
に
は
「
旧
太
平
洋
炭
礦 

炭

鉱
展
示
館
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
な
か
な

か
魅
せ
る
。
展
示
ホ
ー
ル
の
下
に
は
広
い

模
擬
坑
道
が
再
現
さ
れ
、
展
示
さ
れ
て
い

る
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
大
型
の
採
炭
機

械
は
大
迫
力
だ
。

タ
ン
チ
ョ
ウ
、
雲
海
、

硫
黄
・
石
炭
、

観
光
と
い
う
社
会
的
水
循
環

　

今
回
は
「
水
の
カ
ム
イ
」
と
い
う
名
前

に
惹
か
れ
て
釧
路
市
と
弟
子
屈
町
を
訪
れ

た
。
お
会
い
し
た
方
は
皆
「
水
が
こ
の
広

い
地
域
を
つ
な
い
で
い
る
」
と
言
う
。

　

た
し
か
に
タ
ン
チ
ョ
ウ
を
通
し
て
自

然
・
湿
原
の
価
値
を
知
り
、
雲
海
を
通
し

て
水
循
環
を
感
じ
、
釧
路
川
で
の
カ
ヌ
ー

を
通
し
て
川
辺
の
生
態
を
満
喫
し
た
。
ま

さ
に
「
水
の
カ
ム
イ
」
を
感
じ
た
旅
だ
っ

た
。

　

し
か
し
、
私
は
こ
の
地
に
も
う
一
つ
の

魅
力
を
見
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
バ
ー
ド
ウ

ォ
ッ
チ
ン
グ
の
魅
力
を
ブ
ロ
グ
で
発
信
す

る
河
瀬
さ
ん
。
酪
農
で
潤
っ
て
い
る
大
規

模
農
家
。
牧
草
に
も
恵
み
を
付
加
す
る
水

循
環
。
そ
の
水
循
環
か
ら
新
た
な
観
光
商

品
を
開
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
嶋
さ
ん
。

そ
し
て
、
地
元
の
方
は
あ
ま
り
意
識
し
て

い
な
い
よ
う
だ
っ
た
が
、
川
湯
温
泉
か
ら

標
茶
を
経
由
し
て
釧
路
市
に
至
る
硫
黄
・

石
炭
ル
ー
ト
。
こ
れ
ら
は
、
近
代
か
ら
現

在
に
至
る
産
業
観
光
地
の
資
格
十
分
で
あ

る
。

　

こ
の
産
業
観
光
ル
ー
ト
も
水
が
結
ん
で

い
る
。
と
い
っ
て
も
、
水
そ
の
も
の
で
は

な
い
。「
水
を
利
用
し
て
新
た
な
活
動
を
生

み
出
し
た
人
々
」
が
歴
史
と
と
も
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を

「
社
会
的
水
循
環
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
を
通
し
て
ア
メ

ニ
テ
ィ
を
生
む
、
酪
農
を
通
し
て
付
加
価

値
の
高
い
乳
製
品
を
つ
く
る
、
ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ
開
発
を
通
し
て
ハ
イ
グ
レ
ー
ド
の

観
光
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
す
る
、
近
代
化
産

業
遺
産
・
文
化
を
通
し
て
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ

イ
ド
を
生
む
―
―
こ
れ
ら
は
す
べ
て
水
を

資
源
と
し
た
活
動
だ
が
、
単
な
る
水
循
環

で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
水
循
環
の
連
鎖
に
は
「
水
を

資
源
に
、
活
動
や
歴
史
を
通
し
て
満
足
し

た
い
、
幸
せ
に
な
り
た
い
」
と
い
う
人
間

の
社
会
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
伴
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
の
だ
。
こ
の
二
つ
が
重
な
り

合
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
新
た
な
水
文
化

が
生
ま
れ
る
。

　

こ
う
し
た
「
社
会
的
水
循
環
」
に
ま
で

視
野
を
広
げ
た
と
き
、「
水
の
カ
ム
イ
観
光

圏
」
は
地
元
の
人
々
も
驚
く
よ
う
な
魅
力

あ
る
エ
リ
ア
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
実

感
し
た
旅
だ
っ
た
。

　

最
後
に
、
水
産
業
も
主
要
産
業
だ
っ
た

釧
路
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
し
た
い
。

「
和わ

し
ょ
う商

市
場
」
と
い
う
仲
卸
市
場
だ
。
入

り
口
の
食
事
屋
で
ご
は
ん
丼
だ
け
を
買
い
、

あ
と
は
仲
卸
を
巡
り
、
い
い
ネ
タ
が
あ
れ

ば
そ
れ
を
買
っ
て
丼
に
載
せ
て
も
ら
う
の

だ
。
ウ
ニ
、
イ
ク
ラ
醤
油
漬
け
は
言
う
に

及
ば
す
、
八
角
や
ホ
ッ
ケ
の
刺
身
ま
で
あ

る
。
こ
れ
を
「
勝
手
丼
」
と
い
う
。
各
店

を
ま
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
ネ
タ

を
載
せ
た
く
な
り
、
財
布
の
ひ
も
も
緩
む
。

味
も
商
売
も
う
ま
い
。

　

こ
こ
も
実
は
社
会
的
水
循
環
の
一
コ
マ

だ
。
水
の
カ
ム
イ
の
懐
は
、
思
い
の
ほ
か

広
く
深
か
っ
た
。

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　

水
循
環
を
、
水
を
利
用
し
て
、
満
足
や

収
益
を
得
た
い
と
い
う
人
々
の
活
動
の
連

鎖
に
ま
で
広
げ
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
開
発

を
し
て
い
る
人
が
い
る
観
光
圏
は
強
い
。

な
ぜ
な
ら
、
社
会
的
水
循
環
は
、
そ
の
ま

ま
旅
行
者
の
ト
ラ
ベ
ル
ス
ト
ー
リ
ー
に
な

る
か
ら
だ
。

　
（
2
0
1
5
年
11
月
19
〜
21
日
取
材
）

（注 2）硫黄山と太平洋炭礦について

石川孝織編著『阿寒国立公園と硫黄鉱山』（釧路
市立博物館 2015）、釧路市立博物館『釧路のあゆ
みと産業』（釧路市立博物館 2014）がくわしい。本
稿もこれを参考にした。

「勝手丼」が食べられる和商市場。ごはんを買い、好みの海産物
を各店から選んで載せる

高台から見た釧路の夕日。夕焼けは水蒸気が多いとより赤くなる。釧
路の夕日が美しいのは、海に加えて釧路湿原の水蒸気が流れ込んで
いるからとの説がある。中央のこんもりした丘はズリ山（ボタ山）


