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西
に
広
が
っ
た
東
京
か
ら

水
景
は
遠
ざ
か
り

私
の
生
家
は
味
噌
屋
で
、
上
野
と
浅

草
の
ち
ょ
う
ど
中
間
く
ら
い
の
位
置
に

あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
下
町
育
ち
で

す
。
馴
染
み
の
あ
る
川
は
、
江
戸
時
代

に
大
川
と
呼
ば
れ
て
い
た
隅
田
川
で
す
。

東
京
の
地
誌
で
い
え
ば
、
ま
ず
隅
田

川
が
あ
り
、
東
へ
行
く
と
荒
川
、
さ
ら

に
千
葉
と
の
境
に
は
江
戸
川
が
流
れ
て

い
て
、
西
へ
行
け
ば
多
摩
川
が
あ
る
。

子
ど
も
の
こ
ろ
は
上
野
と
浅
草
が
身
近

な
繁
華
街
で
、
新
宿
や
渋
谷
は
よ
ほ
ど

の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
行
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

と
こ
ろ
が
、
高
度
経
済
成
長
期
に
入

り
首
都
高
速
道
路
が
建
設
さ
れ
、
ど
ん

ど
ん
風
景
が
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
と

同
時
に
東
京
の
中
心
、
重
心
が
、
西
へ

西
へ
と
移
っ
て
い
き
ま
す
。
私
の
住
ま

い
も
文
京
区
、
新
宿
区
、
世
田
谷
区
と

西
へ
向
か
い
、
今
は
武
蔵
野
市
。
徐
々

に
徐
々
に
隅
田
川
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。

あ
の
川
の
風
景
か
ら
ず
い
ぶ
ん
遠
ざ
か

っ
た
な
、
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
川
へ
の
思
い
、
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
の
よ
う
な
も
の
は
、
私
が
書
い
た

詩
や
小
説
に
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
反
映

さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
芥
川
賞
を

受
賞
し
た
『
花
腐く
た

し
』
に
「
新
宿
や
渋

谷
の
繁
華
街
を
歩
い
て
い
て
そ
の
ま
ま

ふ
と
足
を
伸
ば
す
と
滔
々
と
流
れ
る
水

べ
り
に
出
る
と
い
っ
た
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
何
と
さ
み
し
い
こ
と
だ
ろ
う
」

と
書
い
て
い
ま
す
。

か
つ
て
江
戸
市
中
に
飲
料
水
を
供
給

し
て
い
た
玉
川
上
水
、
神
田
上
水
も
暗あ
ん

渠き
ょ

化
が
進
み
ま
し
た
。
ク
マ
ネ
ズ
ミ
の

親
子
が
工
事
に
よ
っ
て
川
べ
り
の
棲
み

処
を
追
わ
れ
て
旅
に
出
る
冒
険
譚
『
川

の
光
』
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
川
に
蓋

を
し
て
遊
歩
道
に
す
る
工
事
が
進
ん
だ

結
果
、
空
が
開
け
た
川
の
風
景
、
水
景

が
抑
圧
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

世
界
に
目
を
転
じ
る
と
大
き
な
都
市

の
真
ん
中
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
一
時
期
住
ん

で
い
た
パ
リ
に
は
セ
ー
ヌ
川
が
あ
り
ま

す
し
、
ロ
ン
ド
ン
な
ら
ば
テ
ム
ズ
川
が

あ
る
。
舟
運
な
ど
実
用
に
も
供
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
が
、
都
市
と
い
う
の
は

多
か
れ
少
な
か
れ
自
然
か
ら
切
り
離
さ

れ
て
い
る
の
で
、
住
ん
で
い
る
と
気
持

ち
が
す
さ
み
が
ち
に
な
る
ん
で
す
ね
。

そ
ん
な
人
び
と
の
心
を
癒
す
の
が
流
れ

る
水
で
す
。
そ
れ
は
詩
人
や
作
家
の
感

性
を
刺
激
し
、
作
品
を
生
み
出
す
原
動

力
と
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
東
京
は
、
近
代
化
に
伴
っ
て

重
心
が
西
に
ず
れ
た
こ
と
で
隅
田
川
が

中
心
軸
で
は
な
く
な
り
、
暗
渠
化
も
相

ま
っ
て
水
景
が
失
わ
れ
ま
す
。
隅
田
川

に
関
し
て
は
、
岡
本
か
の
子
が
『
河か
わ
あ
か明

り
』
や
『
生
々
流
転
』
を
、
芝
木
好
子

が
『
隅
田
川
暮
色
』
と
い
う
い
ず
れ
も

素
晴
ら
し
い
小
説
を
残
し
て
い
ま
す
。

東
京
は
い
わ
ば
川
を
見
捨
て
て
発
展

す
る
道
を
選
ん
だ
都
市
だ
―
―
私
は
と

き
ど
き
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
ま
す
。

明
る
い
水
の
対
極
に
あ
る

流
れ
な
い
水
、澱
む
水

今
回
の
主
題
で
あ
る
表
現
者
と
し
て

の
「
川
」
や
「
水
」
に
つ
い
て
真
っ
先
に

思
い
浮
か
ん
だ
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学

者
、
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
で
す
。

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
も
と
も
と
科
学
の

認
識
論
を
研
究
し
て
い
た
の
で
す
が
、

晩
年
に
な
っ
て
不
意
に
科
学
的
概
念
か

ら
哲
学
の
概
念
を
組
み
立
て
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
の
過
程
で
詩
的
な
、
瞑

想
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
を
連
作
と
し
て

書
き
は
じ
め
、『
大
地
と
意
志
の
夢
想
』

『
水
と
夢
』『
火
の
詩
学
』『
空
と
夢
』
な

ど
を
著
し
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
物
質
的

な
ぜ
「
川
」
や
「
水
」
は
詩
人
や
作
家
の
感
性
を
刺
激
し
、
文
学
の

表
現
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

詩
人
で
あ
り
フ
ラ
ン
ス

文
学
の
研
究
者
で
あ
り
、
ま
た
移
住
の
旅
に
出
た
ネ
ズ
ミ
一
家
の
冒

険
譚た

ん

『
川
の
光
』
な
ど
を
著
す
小
説
家
で
も
あ
る
松
浦
寿
輝
さ
ん
に
、

表
現
者
と
し
て
の
「
川
」
や
「
水
」
の
存
在
に
つ
い
て
聞
い
た
。

流
れ
ゆ
く
川
に
見
る

素
晴
ら
し
き
人
生
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存
在
を
構
成
す
る
四
種
の
元
素
を
「
地ち

水す
い

火か

風ふ
う

」
あ
る
い
は
「
四し

大だ
い

」
と
呼
び

ま
す
が
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
ま
さ
に
こ

の
「
地
水
火
風
」
を
取
り
上
げ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

『
水
と
夢
』
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
水
の

イ
メ
ー
ジ
と
文
学
者
の
想
像
力
を
ど
う

切
り
結
ぶ
か
を
探
究
し
て
お
り
、
そ
の

な
か
で
ア
メ
リ
カ
の
文
学
者
、
エ
ド
ガ

ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
も
取
り
上
げ
て
い

ま
す
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
ポ
ー
の
想

像
力
に
お
い
て
、
水
は
常
に
暗
い
水
、

黒
い
水
と
し
て
表
れ
る
と
分
析
し
ま
す
。

一
部
を
抜
粋
す
る
と
「
そ
う
す
る
と
、

原
初
的
に
明
る
い
ど
ん
な
水
も
、
エ
ド

ガ
ー
・
ポ
ー
に
と
っ
て
は
、
暗
く
な
る

べ
き
水
で
あ
り
、
黒
い
苦
悩
を
吸
収
す

べ
き
水
な
の
で
あ
る
。
生
き
生
き
と
し

た
ど
ん
な
水
も
緩
慢
に
な
り
、
重
苦
し

い
運
命
の
水
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
記

し
て
い
る
。

水
が
さ
ら
さ
ら
流
れ
る
明
る
い
川
だ

け
で
な
く
、
そ
の
対
極
と
も
い
え
る

「
流
れ
な
い
水
」「
澱よ
ど

む
水
」
も
文
学
表

現
の
範は
ん
ち
ゅ
う疇に

入
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

古
い
水
を
押
し
流
す

新
し
い
水
と
時
間

「
地
水
火
風
」
の
う
ち
文
学
者
と
し
て

の
私
は
「
水
」
に
親
し
ん
で
き
ま
し
た
。

『
川
の
光
』
を
書
い
た
の
は
、
玉
川
上

水
の
縁
に
住
ん
で
い
た
と
き
に
川
べ
り

の
道
を
散
歩
し
て
い
て
「
こ
の
あ
た
り

の
小
動
物
は
ど
う
い
う
生
き
方
を
し
て

い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
日
々
考
え
る
こ
と

が
多
く
、
そ
こ
か
ら
ク
マ
ネ
ズ
ミ
親
子

の
物
語
を
構
想
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
自
分
の
感
受
性
の
成
長
過

程
を
振
り
返
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
、

ケ
ネ
ス
・
グ
レ
ー
ア
ム
の
『
た
の
し
い

川
べ
』
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
と
思
い

ま
す
。
こ
の
小
説
は
動
物
た
ち
が
人
間

の
よ
う
に
言
葉
を
発
し
て
冒
険
す
る
児

童
文
学
で
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
愛
読

し
て
い
ま
し
た
。
今
の
子
ど
も
た
ち
に

も
読
み
継
が
れ
て
ほ
し
い
傑
作
で
す
。

人
間
の
体
の
大
部
分
は
水
で
で
き
て

い
る
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、

私
た
ち
や
ネ
ズ
ミ
な
ど
す
べ
て
の
哺
乳

類
は
水
を
自
分
の
体
に
蓄
え
、
そ
れ
を

ぴ
っ
ち
り
と
皮
膚
で
覆
っ
て
新
陳
代
謝

し
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
う
い
う
印
象
が

あ
る
の
で
、
人
間
の
生
き
死
に
を
考
え

る
と
、
私
の
な
か
で
は
水
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
く
せ
り
出
し
て
く
る
の
で
す
。

特
に
川
は
、
新
し
い
水
が
ど
ん
ど
ん

流
れ
込
ん
で
古
い
水
を
押
し
流
し
て
い

く
も
の
で
す
。
そ
れ
は
時
間
も
同
じ
で
、

私
た
ち
は
「
時
間
が
流
れ
る
」
と
い
う
言

い
方
を
し
ま
す
。
流
れ
る
時
の
な
か
で

生
き
て
い
る
と
、
世
界
も
自
分
も
自
身

の
周
り
の
環
境
も
移
ろ
い
、
す
べ
て
が

変
わ
っ
て
い
く
。
川
の
流
れ
も
生
き
て

い
る
体
験
そ
の
も
の
の
比
喩
の
よ
う
な

部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

世
界
が
新
し
く
な
っ
て
い
く
素
晴
ら

し
さ
や
美
し
さ
を
、
は
っ
き
り
と
目
に

見
え
る
形
で
体
験
さ
せ
て
く
れ
る
の
が

川
で
す
。
だ
か
ら
川
の
ほ
と
り
に
立
つ

と
、
心
地
よ
さ
や
快
感
の
よ
う
な
も
の

を
誰
し
も
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

（
２
０
２
２
年
12
月
13
日
／

リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
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流れゆく川に見る素晴らしき人生

ケネス・グレーアム著・石井桃子
訳『たのしい川べ』（岩波少年文
庫）　ネズミやモグラ、ヒキガエル
など小動物が繰り広げるさまざま
な事件を詩情豊かに描く。グレー
アムが幼い息子のために書いた
と伝わる。原題は“The Wind in 
the Willows”（1908年）

ガストン・バシュラール著・及川馥
訳『水と夢―物質的想像力試
論』（法政大学出版局）　「私の
楽しみは小川の流れに沿って行
くことである」と記すバシュラール
が、水という物質に対して人びと
が抱く想像力について多様な詩
や戯曲、神話から読み解く

松浦寿輝著『川の光』（中公文
庫）　川のほとりで暮らしていた
クマネズミ一家（タータ、チッチ
兄弟とお父さん）は、ある日突然
始まった河川改修（暗渠化）工
事のため巣穴を追われ、イヌやネ
コ、スズメ、モグラなどに助けられ
ながら上流へ遡っていく冒険譚

流れゆく川に見る素晴らしき人生


