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水の文化 63号　城下町と水の聖地 38

「
水
の
聖
地
」か
ら
探
る

都
市
の
成
り
立
ち

　

日
本
に
お
け
る
城
は
、
時
代
と
と
も

に
山
城
か
ら
平
山
城
、
平
城
へ
と
変
化

し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
城
は
い
ず
れ

も
往
時
の
為
政
者
が
地
形
や
地
質
に
基

づ
き
選
ん
だ
場
所
で
あ
る
。
そ
し
て
武

家
が
政
権
を
握
っ
て
い
た
鎌
倉
時
代
以

降
、
領
主
が
居
住
す
る
城
を
中
心
に
家

臣
や
商
工
業
者
が
住
み
、
城
下
町
が
生

ま
れ
た
。
そ
の
最
大
の
も
の
が
江
戸
、

す
な
わ
ち
今
の
東
京
で
あ
る
。

　

古
来
、
人
々
は
飲
み
水
を
確
保
で
き

る
場
所
を
選
ん
で
は
移
り
住
ん
で
き
た
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
城
下
町
も
例
外
で
は

な
い
。
髙
村
さ
ん
は
、
城
が
置
か
れ
城

下
町
と
な
っ
て
栄
え
た
理
由
を
、
水
に

ま
つ
わ
る
神
社
や
祠
な
ど
聖
な
る
場
か

中心となる聖地
湧水、歴史性

都市領域
都市領域の設定、水神

環境領域
環境空間の把握、水神

長崎

佐世保

長崎県

島原市

右が山の神「大山祗神（おおやまづみのかみ）」、左が
水の神「水波之賣神（みずはめのめがみ）」が祀られて
いる岩戸（いわど）神社の洞穴。洞穴からは水が流れて
おり、縄文時代以前からの住居跡と推定される

「水の聖地」概念図
髙村雅彦さん提供の資料をもとに編集部作図

島原城下町を
「水の聖地」から読み解く

「
水
の
文
化
」
先
進
研
究  

城
下
町
と
水
の
聖
地
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島原城下町を「水の聖地」から読み解く39

ら
探
る
こ
と
で
、
現
在
の
都
市
の
形
成

に
つ
な
が
る
構
造
が
鮮
明
に
わ
か
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

「
私
が
長
年
取
り
組
ん
で
い
る
水
の
都

市
、
い
わ
ゆ
る
『
水
都
』
を
読
み
解
く

研
究
に
は
、
河
川
や
運
河
、
港
湾
、
防

災
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
水
が
本
来
備
え
て
い
る

精
神
性
が
水
都
の
成
立
に
ど
う
影
響
し

て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と

し
て
、
日
本
の
城
下
町
を
対
象
に
神
社

や
祠
な
ど
『
聖
な
る
場
所
』
に
着
目
し

た
の
で
す
」（
髙
村
さ
ん
）

　

城
下
町
と
い
う
都
市
空
間
に
対
し
て
、

水
に
依
拠
す
る
聖
地
が
ど
の
よ
う
に
成

り
立
っ
て
い
る
の
か
。
髙
村
さ
ん
は
次

の
三
つ
の
特
徴
を
見
出
し
た
。

①
為
政
者
が
自
然
環
境
に
対
し
て
秩
序

を
見
出
し
、
都
市
の
枠
組
み
を
「
環
境

領
域
」
と
し
て
定
め
る
。

②
自
然
と
都
市
の
境
界
に
水
の
聖
地
を

祀
り
、
そ
の
分
布
か
ら
「
都
市
領
域
」

を
設
定
す
る
。

③
湧
水
な
ど
の
水
場
が
「
水
神
」
な
ど

民
衆
の
信
仰
の
対
象
と
な
り
、
同
時
に

共
同
体
を
支
え
る
求
心
力
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
自
然
や
古
代
中

世
の
基
層
構
造
の
う
え
に
近
世
の
生
活

文
化
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
研
究
の
一

端
を
知
る
た
め
、
島
原
城
を
擁
す
る
長

崎
県
を
髙
村
さ
ん
と
訪
ね
た
。

N

髙村 雅彦 さん
たかむら  まさひこ　　　

法政大学デザイン工学部教授
江戸東京研究センター プロジェクトリーダー

1964年北海道生まれ。法政大学大学院博士課程修了。
2008年より法政大学デザイン工学部建築学科教授。専門
はアジア都市史・建築史。1999年前田工学賞、2000年建
築史学会賞を受賞。2013年上海同済大学客員教授。主な
編著書に『水都学Ⅰ～Ⅴ』（法政大学出版局、2013年～
2016年）、『タイの水辺都市―天使の都を中心に―』（法政
大学出版局 2011）、『中国江南の都市とくらし　水のまちの
環境形成』（山川出版社 2000）など。

1616年（元和2）に大和（奈良県）五条から島原に移封した松
倉豊後守重政が1618年から7年ほどの歳月を費やして築いた
島原城

髙村研究室提供の資料および『カシミール３Ｄ』をもとに編集部作図

日本には古代以降に成立した城が数多く存在し、その数
は４万ともいわれる。「城フェス」なるものが開かれ、城
好きな女性たちが「城ガール」と呼ばれるように、今も城
そのものへの関心は高いが、城を拠点に発達した城下町
を地形や地質に基づく「水への精神性」の視点から読み解
こうとする人はいない。「水から読み解く城下町」を調べ
ている法政大学デザイン工学部教授の髙村雅彦さんの研
究について、長崎県の島原城下町を舞台として紹介する。



水の文化 63号　城下町と水の聖地 40

「
環
境
領
域
」を

半
島
の
洞
穴
に
見
る

　

ま
ず
は
「
環
境
領
域
」
だ
。

　

昼
な
お
暗
き
参
道
を
歩
く
と
、
大
き

な
洞
穴
の
前
に
祠
が
あ
っ
た
。「
岩
戸
神

社
」
の
本
殿
だ
。
し
か
し
髙
村
さ
ん
は

「
こ
ち
ら
に
来
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？
」

と
そ
の
右
手
に
あ
る
窪
地
へ
と
誘
う
。

小
さ
な
洞
穴
が
二
つ
あ
り
、
祠
も
あ
る
。

こ
れ
が
、
岩
戸
神
社
が
こ
の
地
の
「
環

境
領
域
」
で
あ
る
証
な
の
だ
と
言
う
。

「
奥
の
洞
穴
に
は
山
の
神
『
大
お
お
や
ま
づ
み
の
か
み

山
祗
神
』

が
、
手
前
の
洞
穴
に
は
水
の
神
『
水み
ず
は
め波

之の
め
が
み

賣
神
』
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
環
境

領
域
の
特
徴
は
二
つ
あ
っ
て
、
一
つ
は

水
が
出
る
場
所
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
が

水
源
と
な
っ
て
人
々
を
潤
す
の
で
水
の

神
様
を
祀
り
ま
す
。
二
つ
め
は
、
水
が

出
る
場
所
は
山
と
の
境
界
で
も
あ
る
の

で
山
の
神
様
も
祀
る
の
で
す
」

　

髙
村
さ
ん
に
よ
る
と
、
東
京
な
ら
ば

練
馬
区
の
三さ
ん

宝ぽ
う

寺じ

池い
け

、
杉
並
区
の
善
福

寺
池
な
ど
に
も
山
と
水
の
神
様
が
い
る
。

つ
ま
り
江
戸
の
環
境
領
域
だ
。

　

た
だ
し
、
岩
戸
神
社
は
島
原
市
の
隣
、

雲
仙
市
瑞
穂
町
の
環
境
領
域
と
な
る
。

「
こ
こ
は
わ
か
り
や
す
い
場
所
な
の
で

す
。
実
は
、
島
原
城
下
の
環
境
領
域
を

示
す
神
社
は
度
重
な
る
雲
仙
岳
（
注
１
）

の
噴
火
で
地
形
と
地
質
が
大
き
く
変
わ

っ
た
た
め
、
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
た
だ
し
都
市
領
域
は
残
っ
て
い
ま

す
の
で
、
次
は
そ
こ
に
向
か
い
ま
す
」

島
原
城
下
を
潤
し
た

「
都
市
領
域
」の
神
社

　

島
原
城
下
の
都
市
領
域
を
示
す
場
所

の
な
か
で
「
温
泉
熊
野
神
社
」
を
訪
ね

た
。
１
６
１
８
年
（
元
和
４
）
か
ら
７
年

の
歳
月
を
か
け
て
築
か
れ
た
島
原
城
の

そ
ば
に
、
下か

し士
を
ま
と
め
て
住
ま
わ
せ

た
武
家
屋
敷
が
残
る
。
こ
の
武
家
屋
敷

は
１
６
６
９
年
（
寛
文
９
）
に
松
平
忠
房

が
藩
主
と
し
て
入
封
し
て
か
ら
街
路
に

水
路
を
引
い
た
の
だ
が
、
そ
の
水
源
が

温
泉
熊
野
神
社
。
訪
問
時
、
あ
い
に
く

湧
水
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
（
注
２
）、

重
要
な
水
源
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。

「
武
家
屋
敷
に
水
を
供
給
し
て
い
た
た

め
、
水
奉
行
が
管
理
し
た
場
所
で
す
。

天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
と
氏
神
の
二
神
が
祀
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
氏
神
と
は
水
の
神
『
水

波
之
賣
神
』
で
は
な
い
か
と
に
ら
ん
で

い
ま
す
」

　

温
泉
熊
野
神
社
と
同
じ
く
島
原
城
下

の
都
市
領
域
を
示
す
の
が
水
神
を
祀
る

「
江え

里さ
と

神
社
」
だ
。
御
神
木
の
大
楠
の

根
元
か
ら
水
が
湧
き
出
し
、
苔
む
し
た

石
組
み
が
下
方
へ
と
水
を
導
く
。

「
江
里
神
社
は
ず
い
ぶ
ん
調
べ
ま
し
た

が
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
建
立
さ
れ

た
も
の
な
の
か
判
然
と
し
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
山
の
出
っ
張
り
の

縁
か
ら
水
が
出
て
い
る
場
所
に
は
水
神

が
祀
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
と
て
も
多

い
の
で
、
私
た
ち
の
研
究
室
で
は
こ
う

し
た
場
所
を
『
縁へ
り

理
論
』
と
名
づ
け
て

い
ま
す
」
と
髙
村
さ
ん
。

　

温
泉
熊
野
神
社
も
江
里
神
社
も
は
っ

き
り
し
た
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
し
か

し
、
裏
返
せ
ば
そ
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
あ

っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

移
動
す
る
水
神
と

変
わ
ら
ぬ
信
仰
心

　

縁
理
論
に
合
致
し
、
ま
た
湧
水
が
信

仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
場
所
は
、
島

原
城
下
に
数
多
く
あ
る
。

1

3

45

2

4 石碑が建てられている宇土出口湧水。かつて野菜を育
てる農家の人たちがここで水を汲んでは軽トラックに積ん
で畑まで運んだという　5 本村商店の敷地内にある湧水
と水神の石碑。石碑の1つには「水神社」と刻まれている

1 町筋の中央を水が流れる島原城の武家
屋敷。温泉熊野神社を水源とし、水奉行の
管理のもと飲料水として使っていた　2 武
家屋敷から北へ約2kmの距離にある温泉
熊野神社と水のない水路。開発が進んだ
関係で数年前から湧水の量が減っている
3 雲仙岳からの湧水が湧く江（恵）里神社。
湧水量は1日1万3000トンとされる



6 藩主・松平忠房が武家屋敷一帯の生活用水として設
置した御用御清水。三の丸の用水として建設されたもの
7 湧水を南北の二方向に分けるために設けられた「量
石」。南側（左）に流れる水は今も使われている
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本
光
寺

眉山岩屑なだれ堆積物
1792 年（島原大変） 

天狗山溶岩
約 4600 年前

平成噴火の噴出物
1991-1995 年

七面山溶岩
約 4600 年前

島原岩屑なだれ堆積物
約 4600 年前

古期雲仙火山の噴出物
約 50 万～30 万年前

六ツ木火砕流堆積物
約 4000 年前

眉山崩壊ライン

眉山岩屑なだれ堆積物
1792 年（島原大変） 

眉山崩壊ライン
島原大変前の海岸線

天狗山溶岩
約 4600 年前

平成噴火の噴出物
1991-1995 年

七面山溶岩
約 4600 年前

島原岩屑なだれ堆積物
約 4600 年前

古期雲仙火山の噴出物
約 50 万～30 万年前

六ツ木火砕流堆積物
約 4000 年前

島原城下町を「水の聖地」から読み解く41

　

江
里
神
社
か
ら
海
の
方
へ
下
っ
た

「
宇
土
出
口
湧
水
」
は
、
崖
下
に
あ
り

ま
さ
に
「
縁
」
だ
。
豊
か
な
水
が
湧
き

出
し
て
お
り
、
ま
る
で
池
の
よ
う
に
溜

め
ら
れ
た
水
場
の
中
央
に
「
韋い

塚づ
か

」
と

彫
ら
れ
た
石
碑
が
立
つ
。

　

宇
土
出
口
湧
水
の
す
ぐ
脇
に
あ
る
本

村
商
店
の
お
か
み
さ
ん
に
よ
る
と
、
こ

の
水
場
は
今
で
も
町
内
の
人
た
ち
が
定

期
的
に
掃
除
し
、
献
花
も
し
て
い
る
そ

う
だ
。
さ
ら
に
本
村
商
店
の
敷
地
内
に

も
水
が
湧
い
て
お
り
水
神
が
二
つ
祀
っ

て
あ
る
。
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
髙
村

さ
ん
は
、
水
神
の
一
つ
に
「
水
神
社
」

と
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

「
こ
れ
は
珍
し
い
！ 

ふ
つ
う
は
『
水

神
』
の
二
文
字
だ
け
で
す
か
ら
。
か
つ

て
は
お
社
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す

か
？
」
と
お
か
み
さ
ん
に
尋
ね
る
。

「
も
と
も
と
こ
こ
は
川
の
よ
う
に
な
っ

て
い
て
、
真
ん
前
に
水
神
さ
ま
が
二
つ

あ
り
ま
し
た
。
道
路
の
移
設
が
決
ま
り

つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
水
神

さ
ま
を
少
し
だ
け
移
動
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
の
で
す
」
と
お
か
み
さ
ん
は
言
う
。

　

宇
土
出
口
湧
水
の
南
側
に
あ
る
「
生

穂
神
社
」
は
、
１
９
９
１
年
９
月
の

「
平
成
３
年
台
風
第
19
号
」
に
よ
っ
て

社
が
壊
れ
た
た
め
崖
の
上
か
ら
下
に
移

し
た
そ
う
だ
。
石
の
鳥
居
に
は
１
７
７

３
年
（
明
和
９
）
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
古

く
か
ら
雲
仙
岳
の
伏
流
水
が
湧
く
場
所

で
、
昔
も
今
も
住
民
に
よ
っ
て
維
持
さ

れ
て
い
る
事
実
を
示
す
。
湧
水
が
「
水

神
」
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
そ
の
維
持
活

動
が
共
同
体
も
支
え
て
い
る
と
い
う
構

造
が
わ
か
る
。

火
山
活
動
に
よ
る

自
然
の
脅
威
と
恵
み

　

島
原
城
下
の
湧
水
は
雲
仙
岳
の
伏
流

水
だ
。
例
え
ば
、
武
家
屋
敷
に
は
熊
野

温
泉
神
社
か
ら
湧
く
水
の
ほ
か
に
、「
御ご

用よ
う

御お

清し

水み
ず

」
が
あ
る
。
す
ぐ
そ
ば
に
は

髙
村
さ
ん
が
調
査
時
に
お
世
話
に
な
っ

た
松
本
邸
か
ら
湧
く
水
が
「
量は
か
り
い
し石」
か

N

67

（注1）雲仙岳
長崎県南東部の島原半島中部にある火
山群の総称。活火山で常時観測火山。温
泉岳とも書く。普賢岳（1359m）、国見岳

（1347m）、妙見岳（1333m）などから成る。

（注2）温泉熊野神社の湧水
島原市しまばら観光おもてなし課によると、
温泉熊野神社の湧水が乏しくなったため、
今、武家屋敷の水路には別の水系から水
を引き入れているという。

島原城下の噴火の履歴と海岸線の変遷
髙村研究室提供の資料および国土地理院基盤地図情報「長崎」をもとに編集部作図
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ら
南
北
二
方
向
に
分
水
さ
れ
て
お
り
、

南
側
の
水
路
は
今
も
雑
用
水
や
農
業
用

水
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
豊
か
な
湧
水
を
語
る
う
え

で
避
け
て
通
れ
な
い
の
が
、
雲
仙
岳
の

火
山
活
動
だ
。
島
原
の
湧
水
群
の
多
く

は
、
１
７
９
２
年
（
寛
永
４
）
の
噴
火
に

伴
う
群
発
地
震
お
よ
び
城
下
町
の
背
後

に
そ
び
え
る
眉ま
ゆ
や
ま山

が
崩
壊
（
眉
山
崩
れ
）

し
た
「
島
原
大
変
」（
注
３
）
で
生
ま
れ
た

も
の
。
眉
山
か
ら
の
土
石
流
は
城
下
町

を
直
撃
し
、
12
・
４
㎢
を
埋
め
尽
く
し

て
海
中
に
な
だ
れ
落
ち
、
津
波
ま
で
引

き
起
こ
す
大
惨
事
と
な
っ
た
。
陥
没
し

た
土
地
に
雲
仙
岳
の
伏
流
水
が
満
ち
て

で
き
た
の
が
上
水
道
の
主
要
な
水
源

「
白し
ら
ち
こ

土
湖
」。
ま
た
、
島
原
全
体
の
氏
神

で
あ
る
猛た
け
し
ま島

神
社
も
、
海
に
浮
か
ぶ

陸り
く
け
い
と
う

繋
島
か
ら
地
続
き
へ
と
変
貌
し
た
。

「
島
原
大
変
前
の
図
面
を
見
る
と
、
猛

島
神
社
か
ら
続
い
て
東
照
宮
が
あ
り
、

さ
ら
に
松
島
弁
財
天
宮
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
島
原
城
が
築
か
れ
る
前
か
ら

水
が
湧
く
聖
地
で
し
た
。
猛
島
神
社
に

は
水
神
様
が
10
体
ほ
ど
祀
ら
れ
て
い
て
、

地
形
的
に
は
バ
リ
島
に
あ
る
タ
ナ
ロ
ッ

ト
寺
院
（
注
４
）
と
似
て
い
ま
す
ね
」

　

島
原
大
変
の
土
石
流
は
、
城
の
南
側

に
あ
る
町
人
地
の
大
半
を
埋
め
て
し
ま

い
、
海
辺
も
陸
地
化
す
る
な
ど
城
下
の

地
形
を
大
き
く
変
え
た
。
地
質
も
変
化

し
た
こ
と
で
、
雲
仙
岳
の
山
頂
付
近
に

降
っ
た
雨
が
伏
流
水
と
な
り
、
市
内
各

所
に
湧
き
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

「
眉
山
崩
れ
で
溶
岩
が
流
れ
込
み
ま
し

た
。
溶
岩
は
非
常
に
重
い
の
で
、
そ
の

下
に
あ
っ
た
地
下
水
脈
に
圧
力
が
か
か

り
、
地
中
の
割
れ
目
か
ら
水
が
噴
き
出

し
た
。
つ
ま
り
、
島
原
城
下
は
災
難
と

恩
恵
の
両
方
を
受
け
た
ま
ち
な
の
で
す
」

　

髙
村
さ
ん
た
ち
は
島
原
大
変
の
前
後

の
古
地
図
を
見
比
べ
、
ま
た
現
地
を
歩

い
て
「
眉
山
崩
壊
ラ
イ
ン
」
を
設
定
。

土
石
流
に
覆
わ
れ
た
地
に
湧
水
が
多
い

こ
と
を
確
認
し
、
図
面
化
も
し
て
い
る
。

　

自
然
の
脅
威
と
恵
み
と
い
う
相
反
す

る
も
の
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

住
民
は
水
神
を
祀
り
、
供
え
物
を
欠
か

さ
な
い
の
だ
。

水
へ
の
認
識
を
変
え
た

豪
商
た
ち
の
湧
水
庭
園

　

髙
村
さ
ん
の
研
究
室
で
は
、
か
つ
て

「
島
原
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
題
し
て
、

江
戸
時
代
か
ら
続
く
漁
師
町
、
明
治
時

代
に
石
炭
の
輸
送
拠
点
と
し
て
栄
え
た

湊
新
地
、
昭
和
初
期
か
ら
発
展
し
た
商

店
街
の
三
つ
の
エ
リ
ア
で
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
行
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
城

の
南
側
に
あ
る
万
町
、
堀
町
、
中
堀
町

か
ら
な
る
ア
ー
ケ
ー
ド
商
店
街
は
、
建

物
と
町
割
の
変
化
を
実
測
も
含
め
て
詳

細
に
調
べ
た
。
島
原
名
物
・
か
ん
ざ
ら

し
を
提
供
す
る
明
治
期
か
ら
の
「
し
ま

ば
ら
水
屋
敷
」、
医
師
の
別
荘
と
し
て

大
正
期
に
建
て
ら
れ
た
「
湧
水
庭
園 

四し

明め
い

荘そ
う

」
な
ど
で
湧
水
を
利
用
し
た
庭

園
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
髙
村
さ
ん
に
よ
る
と
、「
湧
水

を
家
庭
に
引
き
込
む
」
と
い
う
行
為
は
、

近
年
ま
で
避
け
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

「
明
治
・
大
正
期
ま
で
は
木
造
建
築
だ

っ
た
た
め
、
木
が
腐
る
こ
と
を
恐
れ
て

い
た
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
豪
商
た
ち

が
庭
園
に
湧
水
を
取
り
入
れ
る
と
イ
メ

ー
ジ
が
変
わ
り
、
湧
水
庭
園
は
庶
民
の

『
憧
れ
の
庭
』
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
」

　

商
店
街
を
歩
く
と
各
所
に
湧
水
が
あ

10 湧水亭の見事な庭園。かつて呉服屋「長池屋」
の店舗兼住居だったものを生田忠照さんが購入し地
域活性化のために用いる　11 清らかな水で満たされ
た四明荘の庭園。四方（東西南北）が風光明媚で明
るいためこの名がついた。敷地内には1日3000トンほ
どの水が湧く　12 1978年（昭和53）、まちおこしで
鯉を水路に放った四明荘の周辺は「鯉の泳ぐまち」と
して知られる　A 湧水を活かした島原のまちづくりに
ついて語る生田忠照さん（上）と北村正保さん（下）

A1112 10

8

9

8 島原大変で生まれた窪地に多量の地下
水が湧き出してできた白土湖。湧水量は1日
あたり4万トンと推定　
9 猛島神社に祀られた水神。猛島神社は
島原城が築かれる前からこの地にあり、地
元の人々に崇敬されていた
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り
、
水
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一

角
に
あ
る
湧
水
庭
園
の
あ
る
屋
敷
で
、

生い
き

田た

忠た
だ

照て
る

さ
ん
と
お
会
い
し
た
。
髙
村

さ
ん
の
紹
介
だ
。
建
設
会
社
を
営
む
生

田
さ
ん
は
、
取
り
壊
し
が
決
ま
っ
て
い

た
湧
水
庭
園
を
屋
敷
ご
と
買
い
取
り

「
湧
水
亭
」
と
名
づ
け
た
。「
つ
ぶ
し
て

し
ま
っ
た
ら
二
度
と
つ
く
れ
な
い
、
こ

の
雰
囲
気
あ
る
庭
園
と
屋
敷
を
ど
う
し

て
も
残
し
た
か
っ
た
の
で
、
借
金
を
し

て
購
入
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
は
島
原
の

宝
に
な
る
は
ず
で
す
」
と
生
田
さ
ん
は

語
る
。

　

水
の
流
れ
る
庭
園
は
眺
め
て
い
る
だ

け
で
心
落
ち
着
く
。
当
初
は
家
の
な
か

に
水
を
引
く
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ
た
も

の
の
、
豪
商
た
ち
が
湧
水
庭
園
を
愛
で

る
こ
と
で
次
第
に
人
々
の
認
識
が
変
わ

っ
た
と
い
う
話
は
、
水
の
文
化
の
移
り

変
わ
り
を
考
え
る
う
え
で
も
興
味
深
い
。

「
皆
で
一
緒
に
」使
う

漁
師
町
の
湧
水

　

湧
水
庭
園
の
あ
る
商
店
街
か
ら
車
で

数
分
の
距
離
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
っ

た
く
異
な
る
意
味
合
い
を
も
つ
水
場
が

あ
る
。
そ
れ
は
漁
師
町
で
あ
る
。

　

島
原
大
変
で
海
岸
線
が
大
幅
に
変
わ

っ
た
た
め
、
漁
師
た
ち
は
集
落
そ
の
も

の
を
移
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の

後
、
幾
度
も
の
埋
め
立
て
を
経
て
今
の

漁
師
町
が
形
成
さ
れ
た
。「
浜
の
川
湧

水
」
は
そ
の
一
角
に
あ
る
。
用
途
に
よ

っ
て
四
つ
の
区
分
を
使
い
分
け
て
い
る

現
役
の
洗
い
場
だ
。

「
大
変
前
の
地
図
を
見
る
と
、
こ
こ
は

陸
地
の
先
端
で
し
た
。
大
変
後
、
ど
う

い
う
わ
け
か
こ
こ
か
ら
水
が
湧
き
出
し

ま
し
た
」
と
髙
村
さ
ん
。
そ
こ
に
地
元

の
女
性
が
洗
い
物
を
抱
え
て
や
っ
て
き

た
。
管
理
方
法
を
髙
村
さ
ん
が
聞
く
と

「
町
内
の
７
班
が
週
替
わ
り
で
毎
週
掃

除
し
て
い
ま
す
。
年
に
一
度
は
一
世
帯

一
人
以
上
が
参
加
し
て
大
井
戸
掃
除
で

す
。
こ
こ
か
ら
海
の
方
ま
で
ず
っ
と
ね
。

水
路
の
蓋
を
外
し
て
中
も
掃
除
し
ま

す
」
と
そ
の
女
性
が
教
え
て
く
れ
た
。

　

そ
の
後
、
今
回
同
行
し
て
く
れ
た
法

政
大
学
大
学
院
の
加
藤
智
也
さ
ん
を
先

頭
に
漁
師
町
の
公
共
の
井
戸
を
三
つ
巡

る
。
い
ず
れ
も
水
神
は
立
派
な
屋
根
付

き
の
社
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
恵
比
須
様

が
祀
ら
れ
て
い
る
井
戸
も
あ
っ
た
。
奇

異
に
感
じ
た
の
は
、
曲
が
り
く
ね
っ
た

細
い
路
地
に
家
々
が
隙
間
な
く
建
ち
並

ぶ
な
か
、
井
戸
の
周
り
だ
け
が
広
々
と

し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。

「
私
た
ち
の
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら

の
井
戸
は
か
つ
て
す
べ
て
海
沿
い
に
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
水
揚
げ

し
た
魚
は
真
水
で
洗
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
水
場
が
必
要
で
す
。
漁
師
と

い
う
生
業
は
共
同
作
業
が
多
い
の
で
、

漁
網
の
手
入
れ
な
ど
を
し
つ
つ
相
談
事

や
情
報
交
換
を
す
る
場
で
も
あ
っ
た
の

で
す
。
か
た
や
町
人
地
（
商
店
街
）
で
は

『
流
れ
る
水
を
ど
う
使
う
か
』
を
考
え

て
い
ま
す
か
ら
、
お
の
ず
と
水
場
の
意

味
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
」
と
髙
村

さ
ん
は
言
う
。
島
原
は
、
水
に
起
因
す

る
人
の
暮
ら
し
の
多
様
性
が
同
時
に
見

ら
れ
る
稀
有
な
地
域
だ
っ
た
。

島
原
か
ら
学
ぶ

畏
怖
と
崇
拝
の
両
面
性

　

島
原
大
変
以
降
、
城
下
町
は
様
変
わ

り
し
た
が
、
平
成
時
代
の
噴
火
で
も
変

わ
っ
た
こ
と
は
多
い
。
１
９
９
１
年

（
平
成
３
）
６
月
３
日
、
雲
仙
岳
（
普
賢
岳
）

で
大
規
模
な
火
砕
流
が
発
生
し
て
43
人

（注4）タナロット寺院
バリ島中部タバナンの海沿い
にある寺院。海のなかに立つ
大きな岩の上に建ち、水が湧
いていて、蛇を祀っている。

13 地域の人たちの手で大切に管理されている浜の川湧
水。水が湧く部分を塞がないように注意しながら、数年前に
洗い場を改修した　14 浜の川湧水に祀られている水神　
15 恵比須様が祀られた漁師町（元船津町）の共同井戸。
上水道が普及する前は広い範囲から人が水を汲みに来たと
いう　B 法政大学大学院の加藤智也さん。ヨーロッパの

「水の聖地」を研究している　16 移転した折橋神社のそば
にある湧水　17 平成の噴火によって遷座された折橋神社。
自然災害によって「水の聖地」が移動した例　18 当時の
町民住居図から、かつて折橋神社があったと思われる場所

16

1718

13

14B

15

（注3）島原大変
崩壊した眉山の土砂が流れ込んで起きた津波は、有
明海を挟んだ肥後国（熊本県）に押し寄せ、また再び
島原に戻ってきたとされ、およそ1万5000人が犠牲と
なった。「島原大変、肥後迷惑」とも呼ばれている。
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が
死
亡
、
数
千
世
帯
が
避
難
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
（
注
５
）。
こ
の
噴
火
に
よ
っ

て
水
の
聖
地
＝
都
市
領
域
も
変
化
し
た
。

そ
の
代
表
例
が
「
折
橋
神
社
」
だ
。

「
大
山
祗
神
と
彌
都
波
能
売
命
が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。
山
の
神
と
水
の
神
が
揃

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
こ
も
水
源
の
神

様
で
す
」
と
髙
村
さ
ん
が
見
抜
い
た
よ

う
に
、
折
橋
神
社
は
は
る
か
昔
に
山
を

鎮
め
、
水
を
治
め
る
た
め
建
て
ら
れ
た
。

し
か
し
、
噴
火
か
ら
市
街
地
を
守
る
た

め
砂
防
ダ
ム
の
建
設
が
決
ま
り
、
数
百

ｍ
離
れ
た
場
所
に
遷
座
さ
れ
た
。

　

島
原
の
人
た
ち
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。
髙
村
さ
ん
の
知
人
で
あ
る
北

村
正た
だ
や
す保

さ
ん
は
、
噴
火
が
終
息
す
る
１

年
前
、
島
原
の
水
環
境
を
守
る
た
め
に

水
資
源
を
調
査
し
、
ま
た
水
を
活
か
し

た
文
化
の
発
掘
・
継
承
を
目
的
と
す
る

「
げ
ん
ご
ろ
う
倶
楽
部
」
を
立
ち
上
げ

た
。
湧
水
亭
の
生
田
さ
ん
が
ま
ち
づ
く

り
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
平
成

の
噴
火
が
き
っ
か
け
だ
。

　

か
つ
て
人
々
は
、
災
い
と
恵
み
を
も

た
ら
す
山
や
川
、
海
な
ど
人
智
が
及
ば

な
い
存
在
に
対
し
て
畏
怖
と
崇
拝
の
念

を
抱
い
て
い
た
。
水
が
枯
れ
て
は
困
る

か
ら
と
水
神
を
祀
り
、
供
え
物
を
す
る

の
は
そ
の
一
つ
の
表
れ
だ
ろ
う
。
各
地

で
災
害
が
頻
発
す
る
な
か
、
雲
仙
岳
を

脅
威
に
感
じ
つ
つ
、
湧
水
と
い
う
恵
み

に
は
感
謝
の
念
を
抱
く
島
原
の
人
た
ち

か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
多
い
。

全
国
の
城
下
町
の

魅
力
高
め
る
新
手
法

　

今
回
は
島
原
城
下
町
を
例
に
し
て
、

都
市
の
枠
組
み
を
定
め
る
環
境
領
域
、

自
然
と
都
市
の
境
に
神
社
や
水
神
を
祀

っ
て
設
定
す
る
都
市
領
域
、
そ
し
て
水

場
へ
の
信
仰
と
共
同
体
ご
と
の
差
異
を

見
つ
め
た
。
神
社
や
祠
を
「
水
の
聖

地
」
と
み
な
し
て
つ
ぶ
さ
に
回
る
こ
と

で
、
地
形
、
地
質
と
水
脈
の
変
化
、
さ

ら
に
水
の
聖
地
そ
の
も
の
を
動
か
す
と

い
っ
た
営
み
が
明
ら
か
に
な
っ
た
し
、

都
市
形
成
に
至
る
基
層
構
造
の
う
え
に

災
害
や
生
業
な
ど
の
要
因
が
重
な
っ
て
、

水
へ
の
意
識
や
生
活
文
化
も
変
わ
り
ゆ

く
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　

都
市
を
包
む
空
間
に
着
目
し
、
山
の

上
か
ら
低
地
ま
で
見
渡
し
て
神
社
や
祠

と
い
っ
た
「
水
の
聖
地
」
を
探
し
、
そ

の
意
味
を
確
認
し
て
い
く
髙
村
さ
ん
の

研
究
は
、
近
年
見
え
づ
ら
く
な
っ
た
ま

ち
の
成
り
立
ち
や
水
の
道
な
ど
今
の
暮

ら
し
に
至
る
根
底
を
深
く
理
解
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
は
全
国
の
城
下

町
で
応
用
可
能
な
新
た
な
手
法
で
あ
り
、

ま
た
城
下
町
の
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
魅

力
を
引
き
出
す
も
の
だ
と
思
う
。
あ
な

た
の
気
に
な
る
城
下
町
を
、「
水
の
聖

地
」
か
ら
読
み
解
い
て
み
て
は
ど
う
だ

ろ
う
。

　
（
２
０
１
９
年
３
月
18
～
20
日
取
材
）

参考資料
『人づくり風土記42（長崎）』（農文協 1989）
『島原 歴史都市の復権』（法政大学デザイン工学部 髙村雅彦研究室 2010）

（注5）平成の噴火
1996年（平成8）6月3日に噴火終息
宣言が出されるまで、島原一帯では火
砕流や土石流などの被害が続いた。

雲仙岳の一つである眉山とそのふもとに広がる島原市の風景

　
古
来
、
人
は
水
の
あ
る
場
所
に

居
住
地
を
定
め
て
き
ま
し
た
が
、

水
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
都
市
を

形
成
し
て
き
た
か
は
あ
ま
り
研
究

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ

で
私
や
髙
村
さ
ん
を
中
心
に
「
水

都
学
」
を
進
め
た
の
で
す
。
す
る

と
、
日
本
の
都
市
構
造
お
よ
び
そ

の
都
市
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
に
、

水
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　
日
本
は
災
害
大
国
で
す
。
自
然

は
恵
み
で
あ
る
と
同
時
に
災
い
で

も
あ
る
。
洪
水
や
高
潮
な
ど
の
危

険
が
あ
っ
て
も
、
人
は
あ
え
て
水

が
入
手
で
き
る
土
地
に
都
市
を
築

き
ま
し
た
。
そ
の
時
代
の
為
政
者

が
意
思
や
理
念
を
反
映
さ
せ
て
つ

く
っ
た
城
下
町
に
着
目
し
、
水
を

ク
ロ
ス
さ
せ
る
こ
と
で
日
本
の
都

市
づ
く
り
の
セ
オ
リ
ー
を
あ
ぶ
り

出
そ
う
と
す
る
髙
村
さ
ん
の
研
究

は
興
味
深
い
も
の
で
す
。

　
日
本
は
湧
き
水
が
豊
富
で
す
。

清
ら
か
な
水
に
は
精
神
性
が
生
ま

れ
や
す
い
。
西
欧
の
人
た
ち
も
ロ

ー
マ
時
代
以
前
は
水
と
の
精
神
的

な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
「
都
市
の
領
域
性

の
違
い
」
も
影
響
し
て
い
ま
す
。

　
西
欧
は
城
壁
で
都
市
を
囲
み
、

内
と
外
を
切
り
分
け
る
発
想
が
強

い
で
す
ね
。
し
か
し
湧
水
か
ら
発

し
た
川
が
数
多
く
流
れ
る
日
本
で

は
、
水
を
都
市
に
組
み
込
ん
だ
か

ら
こ
そ
内
と
外
を
完
全
に
は
切
り

分
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

代
わ
り
に
地
形
を
踏
ま
え
て
神
社

を
配
置
し
、「
環
境
領
域
」
や
「
都

市
領
域
」
を
定
め
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
う
し
た
日
本
な
ら
で
は

の
都
市
の
領
域
と
水
の
聖
地
の
捉

え
方
は
、
西
欧
の
近
代
主
義
に
は

な
い
発
想
で
し
ょ
う
。

　
と
は
い
え
、
西
欧
を
モ
デ
ル
に

近
代
化
を
推
し
進
め
た
日
本
も
そ

れ
を
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
今
、
都

市
と
人
と
水
の
精
神
性
を
取
り
戻

す
こ
と
は
、
人
間
中
心
に
突
き
進

ん
で
き
た
文
明
の
あ
り
方
を
見
直

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
独
自

の
価
値
観
を
世
界
に
発
信
す
る
う

え
で
も
、
髙
村
さ
ん
の
研
究
は
と

て
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

現
代
文
明
を
見
直
す

人
と
水
の
精
神
性

法
政
大
学
特
任
教
授

陣
内 

秀
信 

さ
ん


