
	 表紙：	東京・檜原村にある「神戸岩（かのといわ）」でくつろぐ。水が落ちる音、鳥
のさえずり、セミの鳴き声……そんなものに耳を澄ましていると、あっと
いう間に時間は過ぎていく（撮影・川本聖哉）

	 裏表紙上：	湖面と空と山々に囲まれ、ゆっくりとカヌーを漕いでいく。この解放感が
たまらない（北海道・支笏湖）（撮影・川本聖哉）

	 裏表紙下：	新江ノ島水族館の「相模湾大水槽」の前で。大人も子どもも水空間に引き
込まれている（撮影・大平正美）
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水の文化 51号　ひとしずく 2

源流付近の清冽な水。地中から湧き出した一滴一滴が集まり、生命を支える川となる　写真：小川秀一 /アフロ



川の話3

 九州山地の外れ、わりに標高の高い場所に山小屋をつくっ

てから、もう四半世紀が過ぎた。たまに行くだけだが、そのくら

い長い間縁を持っていると、自然に地元の人とも知り合いにな

る。

 その中でもHさんの経歴は異色だ。もう八十は過ぎていらっ

しゃると思われるが、もともとは子爵の次男で神奈川県にお住

まいだった。十代の頃、家庭教師をしてくれていた米国人の女

性に恋いこがれて周囲の反対を押し切り、彼女について米国

に渡った。結婚し市民権を得、軍隊に入った。軍隊に入れば

無料で大学で学べるというシステムに引かれてである。除隊後

メリーランド大学の水産学部に入り、院で研究を続け、魚類博

士になった。そのうち日本の地方の国立大学から招かれ帰国、

教授職についた。時代はバブル景気の頃で、Hさんはクルー

ザーで釣り三昧、米国仕込みの豪奢な生活を送っていたが、

株かなにかで大失敗し、財産をすべてなくし、おまけに奥様まで

難病で亡くした。すっかり自暴自棄になり、電車に乗って九州

の外れで降り（ここが私の山小屋のある場所に近かったのだ）、

そこの小さな温泉旅館で下足番として働いていた。数年後、教

え子たちが、足跡を辿ってたずねてくるまで（Hさんはそれまで

経歴を明かしていなかった。旅館の女将さんは、やっぱり、と頷

いたそうである）。

 今はその旅館を辞して、近くの川のそばに山小屋を建て、一

日一組限定のレストランなどをしている。たまに地元の新聞に

環境問題のことなどについて文章を書くこともある。昔は大きな

アメリカ車に乗り馴れていらっしゃったのだろうが、今は自転車

で山道を行き来する生活だ。

 そのHさんに、地元の川の源流に連れて行っていただいたこ

とがある。

 道は途中で立ち消え、小さな流れに沿って歩くと、やがて水

底から一つ二つ、空気が浮き上がるように水が湧いてくる場所

があった。傍らには、湿った、黒っぽい岩壁が覆い被さらんば

かりにそそり立ち、一面にイワタバコの花が咲いていた。イワタ

バコのあれほどの群生は、そのとき初めて見た。勧められて飲

んだ足元の水は、清らかで体が悦ぶのがわかった。それから少

し下ったところで、私たちは小さな釣りをした。川遊びをしたいと

いう私の要望に応えて下さったのだ。さっきのような、純度百

パーセントのようなところには、生きものはあまりいないんです、

きれいすぎて。この辺りで、ようやく、小さな魚ぐらいは出てくる。

そう言いながら、簡素な釣り道具を取り出した。私たちは河原

の石を裏返し、カゲロウの幼虫を針の先にくっつけて、カワムツ

を釣った。食べるとしたら唐揚げかしら、と私が言うと、こうやっ

て、と、Hさんは小さなカワムツを頭から丸ごと呑み込んだ。目

を丸くしていると、だいじょうぶ、きれいなもんです、と笑った。H

さんは、こんなふうに、今、川べりで命を繋いでいるのだ、と思っ

た。太平洋で海釣りをしていたHさんは、川を遡り、ほんの少し、

命のにぎわいがある、そんな場所を見つけたのだった。

川の話
梨木 香歩 さん

作家

梨木香歩（なしき かほ）

1959年生まれ。小説作品に『西の魔女が死んだ』『家守綺譚』『沼地のあ
る森を抜けて』『ピスタチオ』『 f植物園の巣穴』『雪と珊瑚と』『冬虫夏草』
など、エッセイに『春になったら苺を摘みに』『ぐるりのこと』『水辺にて』『渡
りの足跡』『鳥と雲と薬草袋』などがある。
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リラックスさせるのか、笑いの絶えないひと
時を過ごしていた（しこつ湖鶴雅リゾートス
パ水の謌「草 （々そうそう）の湯」）
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生
き
づ
ら
い
社
会
に
お
け
る

水
辺
の
価
値

水
辺
あ
る
い
は
水
空
間
は
人
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
、
現
代
社
会
に

生
き
る
私
た
ち
の
「
心
の
回
復
力
」
に
つ
な
が
る
も
の
な
の
か
―
―
。

ス
リ
ラ
ン
カ
で
「
悪
魔
祓
い
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
い
、

そ
こ
か
ら
「
癒
し
」
の
観
点
を
提
示
し
た
文
化
人
類
学
者
の
上
田
紀

行
さ
ん
に
、
現
代
社
会
の
問
題
点
か
ら
「
癒
し
」
の
本
来
の
意
味
、

そ
し
て
水
辺
の
価
値
な
ど
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

水による心の回復力　概説



生きづらい社会における水辺の価値7

が
獲
れ
れ
ば
大
喜
び
し
、
獲
れ
な
け
れ
ば

が
っ
か
り
す
る
だ
け
。
一
方
、
農
耕
民
は

数
カ
月
先
の
収
穫
を
目
標
に
、
毎
日
黙
々

と
労
働
す
る
。
つ
ま
り
収
穫
と
い
う
未
来

の
目
的
の
た
め
に
、
今
の
喜
び
を
じ
っ
と

我
慢
し
て
生
き
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
人
間
は
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
。

で
す
か
ら
村
社
会
で
は
収
穫
祭
な
ど
の
祭

り
を
催
し
ま
し
た
。「
仕
事
は
大
変
だ
け
ど

楽
し
い
こ
と
が
あ
る
。
生
き
て
い
る
っ
て

幸
せ
だ
」
と
い
う
解
放
感
を
仲
間
と
と
も

に
味
わ
い
、
生
き
る
喜
び
や
集
団
の
絆
を

回
復
す
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
は
そ
う
し
た
喜
び
や
絆

を
結
ぶ
場
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
農
耕

社
会
を
ベ
ー
ス
に
発
展
し
て
き
た
現
代
の

産
業
社
会
で
は
、
財
産
を
蓄
え
、
昇
進
や

マ
イ
ホ
ー
ム
と
い
っ
た
未
来
の
目
的
の
た

め
に
、
今
を
我
慢
し
て
生
き
て
い
ま
す
。

み
ん
な
自
分
の
こ
と
で
手
い
っ
ぱ
い
で
す
。

「
生
き
づ
ら
い
」
と
感
じ
る
の
も
無
理
あ

り
ま
せ
ん
。

誤
解
さ
れ
た
ま
ま
の

「
癒
し
」
の
意
味

　

私
は
ス
リ
ラ
ン
カ
南
部
の
村
で
、「
悪
魔

祓
い
」
に
つ
い
て
研
究
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ス
リ
ラ
ン
カ
は
独
立
す
る
ま
で
の

1 

5 

0 

年
間
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
下
に
あ

っ
た
た
め
、
各
地
に
西
洋
医
療
の
診
療
所

が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
訪
れ
た
当

時
は
診
察
代
や
薬
代
は
基
本
的
に
無
料
で
、

病
気
に
な
る
と
病
院
に
行
く
こ
と
が
あ
た

り
ま
え
。
そ
う
い
う
社
会
で
す
が
、
彼
ら

は
西
洋
医
学
で
は
治
ら
な
い
よ
う
な
心
や

体
の
病
を
「
そ
の
人
に
悪
魔
が
憑
い
て
い

る
」
状
態
と
考
え
、
村
人
総
出
で
悪
魔
祓

い
を
し
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
恐
ろ
し
い

儀
式
を
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
実
体
は
「
楽
し
い
村
祭
り
」
で
す
。

　

ご
ち
そ
う
を
用
意
し
て
み
ん
な
で
集
ま

り
、
夜
通
し
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
す
る
。

最
後
に
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
悪
魔
が
出
て
き

て
、
ダ
ジ
ャ
レ
や
下
ネ
タ
を
言
っ
て
大
笑

い
す
る
。
悪
魔
憑
き
の
人
も
、
そ
れ
を
見

て
楽
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
思
わ
ず
笑
い

出
す
―
―
。
そ
れ
で
悪
魔
は
去
っ
て
い
く

の
で
す
。

　

悪
魔
祓
い
師
に
、
ど
ん
な
人
が
悪
魔
憑

き
に
な
る
の
か
聞
く
と
、「
孤
独
な
人
」
と

い
う
答
え
で
し
た
。
自
分
が
い
な
く
て
も

誰
も
関
係
な
い
と
い
っ
た
疎
外
感
に
苦
し

む
人
が
、
悪
魔
に
取
り
憑
か
れ
て
し
ま
う

の
で
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
実
は
日
本
人
の
方
が

悪
魔
憑
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し

ま
す
。

　

孤
独
や
疎
外
感
が
強
く
な
る
と
ど
う
な

る
か
。
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
や
ひ
き
こ
も
り
で

上田 紀行 さん
うえだ のりゆき

文化人類学者
東京工業大学 リベラルアーツセンター 教授

1958年（昭和 33）東京都生まれ。東京大学大学院博士課
程修了。愛媛大学助教授などを経て2012年（平成 24）から
現職。1986年（昭和 61）からスリランカで「悪魔祓い」のフ
ィールドワークを行ない、「癒し」の観点をもっとも早くから提示
して注目される。2006年（平成 18）にはインドでダライ・ラ
マ14世と2日間にわたって対談。2016年 4月から始まる東
京工業大学の教育改革を主導する。著書に『人生の〈逃げ場〉』
（朝日新聞出版 2015）、『人間らしさ　文明、宗教、科学から
考える』（KADOKAWA 2015）、『パッとしない私が、「これ
じゃ終われない」と思ったときのこと』（幻冬舎 2015）など。

な
ぜ
現
代
社
会
は

生
き
づ
ら
い
の
か

　

日
本
は
ど
ん
ど
ん
生
き
づ
ら
い
社
会
に

な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
道
行
く
人
の
顔

は
皆
疲
れ
き
っ
て
い
て
、
生
き
る
喜
び
に

満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ま
せ

ん
。
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
世
の
中
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
か
。
ま
ず
は
人
類
の
歴
史

を
遡
っ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

サ
ル
が
直
立
猿
人
に
な
っ
た
の
が
お
よ

そ
7 

0 

0
万
年
前
で
、
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス

に
な
っ
た
の
は
約
20
万
年
前
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
農
耕
が
始
ま
っ
た
の
は
1
万
年
前

な
の
で
、
7 

0 

0
万
年
と
い
う
時
間
軸
で

見
る
と
99
・
8
％
、
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
の

歴
史
で
考
え
て
95
％
も
の
間
、
人
類
は
狩

猟
採
集
に
よ
っ
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

　

狩
猟
採
集
民
は
、
獲
物
を
追
っ
て
小
さ

な
集
団
で
移
動
し
な
が
ら
生
活
し
ま
す
か

ら
家
な
ど
の
財
産
を
も
ち
ま
せ
ん
。
獲
物

も
保
存
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
場
で
全
員

が
平
等
に
分
け
合
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば

自
分
が
獲
物
を
獲
れ
な
い
と
き
、
誰
か
が

分
け
て
く
れ
る
。
彼
ら
は
そ
う
や
っ
て
集

団
の
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
保
っ
て
い

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
農
耕
生
活
に
入
る
と
、
人

間
は
土
地
を
区
画
し
て
定
住
し
、
収
穫
し

た
穀
物
を
貯
め
込
む
よ
う
に
な
る
。
こ
う

し
て
農
耕
社
会
で
は
、
貧
富
の
差
や
身
分

の
差
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
時
間
性
も
変
化
し
ま
し
た
。
狩

猟
採
集
民
は
そ
の
日
暮
ら
し
で
す
。
獲
物

右：まもなく日が落ちるというのに、名残惜しいのか皆
海辺を離れない（神奈川県三浦半島・森戸海岸）
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社
会
と
の
絆
を
断
つ
こ
と
で
自
分
を
守
る

か
、
ひ
ど
い
場
合
は
「
誰
で
も
い
い
か
ら

殺
し
た
い
」
と
い
っ
て
刃
物
を
振
り
回
し

た
り
す
る
。
実
際
、
そ
ん
な
事
件
が
頻
繁

に
起
き
て
い
ま
す
が
、
私
が
危
惧
す
る
の

は
、
そ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ス
を
小
さ
い
と
き

か
ら
何
度
も
見
る
こ
と
で
、
日
本
の
子
ど

も
た
ち
の
心
に
「
人
は
、
孤
独
に
な
る
と

刃
物
を
振
り
回
し
て
社
会
に
復
讐
す
る
も

の
な
ん
だ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し

て
し
ま
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
悪
魔

祓
い
は
悪
魔
憑
き
の
人
だ
け
を
助
け
る
の

で
は
な
く
、
見
て
い
る
ま
わ
り
の
人
々
も

救
済
し
て
い
ま
す
。
人
は
誰
で
も
病
む
こ

と
が
あ
る
け
れ
ど
、
み
ん
な
が
集
ま
っ
て

回
復
さ
せ
て
く
れ
る
し
、
助
け
て
く
れ
る

と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
の
頃
か
ら
目
に
焼

き
つ
け
る
こ
と
で
、
生
き
る
こ
と
の
安
心

感
、
社
会
へ
の
信
頼
感
が
育
つ
の
で
す
。

　

私
は
こ
の
思
想
を
「
私
を
癒
し
、
世
界

を
癒
す
」
と
い
う
言
葉
で
日
本
に
紹
介
し
、

「
癒
し
」
ブ
ー
ム
の
き
っ
か
け
に
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
「
癒

し
」
は
、
い
つ
し
か
「
何
か
に
癒
さ
れ
た

い
」
と
い
う
受
動
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

私
が
本
来
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、
絆
を

取
り
戻
し
て
世
界
を
も
っ
と
生
き
や
す
い

場
所
に
し
、
傷
つ
い
て
い
る
自
分
自
身
も

癒
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
、
き
わ
め
て
能

動
的
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
で
す
。
癒
さ
れ
た

そ
の
先
で
、
自
分
が
何
を
す
べ
き
か
を
考

え
る
。
自
分
の
な
か
に
世
界
を
癒
す
力
を

発
見
す
る
こ
と
こ
そ
、「
私
を
癒
し
、
世
界

を
癒
す
」
と
い
う
言
葉
の
真
意
な
の
で
す
。

　

今
、
誰
か
を
「
愛
す
る
」
よ
り
も
誰
か

に
「
愛
さ
れ
た
い
」
と
願
う
人
が
多
い
で

す
ね
。
愛
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
愛
を
供
給
す
る
人
が
少
な
い
た
め
に
、

愛
の
奪
い
合
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
癒

し
」
が
「
癒
さ
れ
た
い
」
と
い
う
受
け
身

一
辺
倒
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
う
な
ず

け
ま
す
。
し
か
し
、
受
け
身
の
「
癒
し
」

を
消
費
す
る
だ
け
で
は
前
に
進
め
ま
せ
ん
。

「
何
を
愛
す
る
の
か
」「
何
に
わ
く
わ
く
す

る
の
か
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
、
自
身
が

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ち
、「
世
界
も
、
自
分
も

変
え
て
い
こ
う
」
と
い
う
意
識
を
も
つ
必

要
が
あ
り
ま
す
。

〈
複
線
化
〉
に
よ
っ
て

人
生
を
し
な
や
か
に

　

で
は
、
今
の
日
本
社
会
で
生
き
づ
ら
さ

か
ら
脱
却
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
生

き
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。

　

私
は
、
人
生
を
〈
複
線
化
〉
す
る
こ
と

が
鍵
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
単
線
、
つ
ま

り
一
つ
の
評
価
だ
け
で
生
き
て
い
る
人
は
、

そ
れ
が
だ
め
に
な
っ
た
ら
お
し
ま
い
で
す
。

生
き
る
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
も
う
一
つ
の

世
界
を
も
つ
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

複
線
化
は
人
生
の
〈
逃
げ
場
〉
を
つ
く

る
と
も
言
え
ま
す
。
苦
し
い
と
き
は
、
今

い
る
場
所
か
ら
逃
げ
出
し
て
い
い
の
で
す
。

会
社
員
な
ら
勇
気
を
も
っ
て
2
週
間
の
有

給
休
暇
を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。
2
、
3

日
の
休
み
は
疲
れ
を
と
る
だ
け
で
終
わ
り

ま
す
が
、
2
週
間
あ
れ
ば
自
分
が
や
り
た

い
こ
と
に
時
間
を
使
え
ま
す
。
映
画
を
た

く
さ
ん
観
る
。
秘
境
を
旅
す
る
。
そ
ん
な

時
間
を
毎
年
も
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ど

ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
意
外
と
耐
え
ら
れ

る
も
の
で
す
。

　

仕
事
以
外
に
「
自
分
が
わ
く
わ
く
す
る

何
か
」
を
見
つ
け
て
も
い
い
の
だ
と
い
う

心
の
余
裕
が
、
人
生
を
し
な
や
か
に
、
そ

し
て
強
く
す
る
の
で
す
。

　

い
き
な
り
2
週
間
の
有
給
休
暇
は
難
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
常
か
ら
離
れ

ら
れ
る
、
自
分
の
た
め
の
ち
ょ
っ
と
し
た

〈
逃
げ
場
〉
は
確
保
す
べ
き
で
す
。
疲
れ

た
と
き
、
水
辺
を
ぶ
ら
っ
と
歩
き
た
く
な

る
の
も
、
無
意
識
に
逃
げ
場
を
求
め
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
辺
は
私
た
ち
と

異
界
と
の
境
界
線

　

20
代
の
前
半
、
私
は
精
神
的
に
追
い
詰

め
ら
れ
て
ど
ん
底
状
態
で
し
た
。
落
第
し

て
留
年
し
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
通
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
、
沖
縄
の
竹
富

島
に
シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ
ン
グ
に
行
っ
た
の
で

す
。
沖
縄
の
サ
ン
ゴ
礁
の
海
に
潜
る
と
、

そ
こ
に
は
竜
宮
城
の
よ
う
に
き
ら
き
ら
と

美
し
い
光
景
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
、
私
は
虚
無
主
義
的
に
、
世
の
中

の
も
の
は
す
べ
て
見
方
に
よ
っ
て
変
わ
る

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
沖
縄
の

海
は
、
否
定
で
き
な
い
絶
対
的
な
美
し
さ

と
し
て
私
の
心
を
打
ち
ま
し
た
。

　

海
か
ら
上
が
っ
て
民
宿
に
戻
っ
た
後
も
、

「
今
は
も
う
見
え
な
く
て
も
、
た
し
か
に

海
は
そ
こ
に
あ
る
」
と
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
自
分
は
こ
の
大
き
な
美
し
い

存
在
と
と
も
に
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
て
、

そ
し
て
自
分
が
消
え
た
後
も
、
海
は
永
遠
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つ
い
確
実
な
も
の
を
求
め
て
し
ま
う
の
で

す
。

　

と
こ
ろ
が
、
海
や
川
に
満
ち
て
い
る
水

は
流
動
的
で
す
。
常
に
動
い
て
お
り
、
区

画
す
る
こ
と
も
、
固
定
す
る
こ
と
も
で
き

ま
せ
ん
。
水
面
の
輝
き
だ
っ
て
、
一
瞬
た

り
と
も
同
じ
光
は
な
い
。
そ
れ
は
明
ら
か

に
私
た
ち
が
陸
上
に
営
ん
で
い
る
日
常
の

世
界
と
は
違
う
〈
異
界
〉
で
す
。
水
辺
は
、

陸
の
世
界
と
水
の
世
界
を
分
け
る
境
界
線

な
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
私
た
ち
が
水
辺
に
立
つ
と
き
、

自
分
の
属
す
る
世
界
と
、
も
う
一
つ
の
世

界
の
両
方
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
世
の
価
値
が
一
つ
で
は
な
い
こ
と
を

実
感
で
き
る
場
な
の
で
す
。
そ
れ
が
水
辺

の
大
き
な
魅
力
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

「
母
な
る
水
」
を
好
む
日
本
人

　

都
会
で
暮
ら
し
て
い
る
と
、
雨
が
降
っ

て
水
田
が
潤
う
と
い
う
う
れ
し
さ
の
感
覚

が
あ
り
ま
せ
ん
。
か
と
い
っ
て
、
瑞
々
し

い
森
が
水
で
涵
養
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実

感
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
で
す
か
ら
、
川

や
噴
水
と
い
っ
た
「
動
く
水
」
に
対
す
る

飢
餓
感
は
大
い
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
水

辺
に
行
っ
た
と
き
に
解
放
感
を
感
じ
る
理

由
も
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

か
つ
て
東
京
は
水
の
都
で
し
た
が
、

徐
々
に
埋
め
立
て
ら
れ
、
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
の
と
き
、
一
気
に
水
辺
が
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
運
河
や
堀
を
も
う
少

し
残
し
て
お
け
ば
、
東
京
に
住
む
人
た
ち

の
意
識
は
も
っ
と
多
様
性
の
あ
る
も
の
に

変
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
も
そ
も
日
本
人
は
母
な
る
も
の
へ
の

思
い
が
強
い
で
す
ね
。
父
な
る
一
神
教
の
、

水
に
恵
ま
れ
な
い
砂
漠
か
ら
現
れ
て
き
た

宗
教
の
人
た
ち
と
は
そ
こ
が
違
う
。
西
洋

社
会
は
父
性
的
に
物
事
を
決
断
し
て
い
く

け
れ
ど
、
日
本
社
会
は
そ
う
で
は
な
い
。

日
本
人
が
お
風
呂
を
好
む
の
は
、「
何
か
に

包
ま
れ
る
」
と
い
う
母
性
的
な
原
理
が
働

い
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

「
溶
け
込
む
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
水
に

ま
つ
わ
る
比
喩
で
す
。
沖
縄
の
海
に
潜
っ

た
と
き
、
私
は
た
し
か
に
世
界
に
溶
け
込

む
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
を
覚
え
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
母
親
の
胎
内
で
羊
水
に
浮
い
て

い
た
幸
せ
の
記
憶
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

　

水
、
そ
し
て
水
辺
と
は
、
生
き
づ
ら
い

社
会
で
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
私
た

ち
に
と
っ
て
必
要
な
〈
な
に
も
の
〉
か
だ

と
思
い
ま
す
。　

（
2 

0 

1  

5
年
9
月
3
日
取
材
）

に
存
在
し
つ
づ
け
る
の
だ
と
思
う
と
、
言

い
よ
う
の
な
い
至
福
感
と
解
放
感
に
包
ま

れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
私
の
人
生
に
と

て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
体
験
で
し
た
。

　

人
は
な
ぜ
、
海
や
川
な
ど
の
水
辺
に
惹

か
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
地
球
は
陸
と
海

で
で
き
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
都
会
に

生
き
る
私
た
ち
は
、
農
耕
生
活
の
延
長
で

陸
上
の
限
ら
れ
た
土
地
を
区
画
し
、
狭
い

エ
リ
ア
に
家
や
ビ
ル
を
建
て
、
固
定
さ
れ

た
社
会
生
活
を
築
い
て
い
ま
す
。
人
間
は
、

い
つ
見
て
も
同
じ
ソ
リ
ッ
ド
な
も
の
が
あ

る
と
安
心
し
ま
す
。
だ
か
ら
同
じ
か
た
ち

の
ビ
ル
を
た
く
さ
ん
建
て
ま
す
ね
。
つ
い人工的なものが一切ない水辺。光と風と生きものの気配に息をのむ
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古賀 良彦 さん
こが よしひこ

杏林大学医学部精神神経科学教室教授
日本ブレインヘルス協会理事長

1946年（昭和21）東京都生まれ。1971年（昭
和 46）慶應義塾大学医学部卒業。医学博士。
1976年（昭和 51）杏林大学医学部に転じ、助
教授、主任教授などを経て現職。うつ病、睡眠
障害、統合失調症治療・研究のエキスパートとし
て、日本催眠学会理事長、日本薬物脳波学会副
理事長なども務める。著書に『いきいき脳のつく
り方』（技術評論社 2010）、『早引き 心の薬事
典』（ナツメ社 2011）など。

日
ご
ろ
使
わ
な
い
神
経
を

「
水
辺
」
が
刺
激
す
る

日
々
感
じ
る
何
か
し
ら
の
ス
ト
レ
ス
は
、「
三
つ
の
R
」
に
表
さ
れ
る
ス
ト
レ
ス
対
処
法
に

よ
っ
て
軽
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
滝
を
眺
め
た
り
、
川
辺
で
穏
や
か

な
時
間
を
過
ご
す
と
い
っ
た
「
水
空
間
に
ふ
れ
る
こ
と
」
で
も
同
じ
よ
う
な
効
果
が
得
ら

れ
る
そ
う
だ
。
私
た
ち
が
心
身
を
健
や
か
に
保
つ
ヒ
ン
ト
、
そ
し
て
水
辺
が
人
の
心
に
も

た
ら
す
価
値
に
つ
い
て
、
精
神
科
医
の
古
賀
良
彦
先
生
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

水による心の回復力　Interview

ホ
ッ
と
し
す
ぎ
は
逆
効
果
!?

理
想
は
「
と
こ
ろ
て
ん
」
の
状
態

　

私
た
ち
が
心
身
と
も
に
穏
や
か
に
過
ご

す
に
は
、
ど
の
よ
う
な
精
神
の
状
態
が
ベ

ス
ト
だ
と
思
い
ま
す
か
？

　

日
常
的
に
感
じ
る
「
ス
ト
レ
ス
」
や

「
ホ
ッ
と
す
る
」
と
い
っ
た
感
覚
は
、
自

律
神
経
と
大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
自

律
神
経
は
交
感
神
経
と
副
交
感
神
経
か
ら

な
り
、
交
感
神
経
は
ス
ト
レ
ス
な
ど
を
感

じ
緊
張
し
た
状
態
、
副
交
感
神
経
は
そ
れ

と
は
逆
の
働
き
を
す
る
神
経
で
す
。
通
常

両
者
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
て
、「
ホ
ッ

と
す
る
」
と
い
う
感
覚
は
、
副
交
感
神
経

の
働
き
が
交
感
神
経
よ
り
も
少
し
だ
け
上

回
っ
た
状
態
で
す
。

　

と
は
い
え
人
間
は
難
し
い
も
の
で
、
気

持
ち
が
ゆ
る
み
す
ぎ
て
も
よ
く
あ
り
ま
せ

ん
。
理
想
は
、
や
わ
ら
か
な
の
に
ほ
ど
よ

い
緊
張
感
が
あ
り
崩
れ
な
い
「
と
こ
ろ
て

ん
」
の
よ
う
な
精
神
バ
ラ
ン
ス
で
す
。
私

た
ち
は
、
自
分
で
こ
の
よ
う
な
状
態
を
積

極
的
に
つ
く
り
出
し
た
方
が
い
い
。
ス
ト

レ
ス
は
頭
痛
や
不
眠
な
ど
を
引
き
起
こ
す

「
心
身
症
」
の
要
因
に
な
り
ま
す
の
で
、



日ごろ使わない神経を「水辺」が刺激する11

そ
の
つ
ど
う
ま
く
や
り
す
ご
す
こ
と
が
大

切
な
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、「
三
つ
の
R
」
に
表
さ
れ
る
ス

ト
レ
ス
対
処
法
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

①R
est

（
レ
ス
ト
＝
休
養
）、
②R

elaxation

（
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
＝
く
つ
ろ
ぎ
）、
③

R
ecreation

（
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
＝
活
性
化
）

で
す
。
ス
ト
レ
ス
の
語
源
は
「
歪
む
」。

体
も
気
持
ち
も
歪
ん
で
し
ま
っ
た
状
態
は
、

休
ん
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
れ
ば
そ
れ
以
上
悪

化
は
し
ま
せ
ん
が
、
元
に
は
戻
り
ま
せ
ん
。

ス
ト
レ
ス
の
な
い
丸
い
円
の
状
態
に
、
自

分
を
つ
く
り
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
休
ん
で
、
く
つ
ろ
い
で
、
積
極
的
に
自

分
を
つ
く
り
直
す
」。
こ
れ
を
力
ま
ず
、

で
も
意
識
し
て
、
毎
日
少
し
ず
つ
心
が
け

る
こ
と
で
、
ス
ト
レ
ス
は
溜
ま
り
に
く
く

な
り
ま
す
。

「
水
辺
」
は
人
に
と
っ
て

よ
い
状
態
を
つ
く
る

　

具
体
的
に
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
楽
し
み

を
も
ち
、
一
瞬
で
も
い
い
の
で
「
夢
中
」

に
な
る
こ
と
で
す
。
条
件
は
、
簡
単
で
お

金
が
か
か
ら
な
い
も
の
、
し
か
も
日
替
わ

り
で
で
き
る
も
の
だ
と
、
な
お
よ
い
で
す
。

　

例
え
ば
、
忙
し
い
か
ら
夕
食
を
コ
ン
ビ

ニ
弁
当
で
済
ま
せ
る
人
が
い
ま
す
が
、
卵

焼
き
な
ど
一
品
だ
け
で
い
い
の
で
つ
く
っ

て
み
る
。
た
く
さ
ん
だ
と
準
備
や
後
片
付

け
が
た
い
へ
ん
で
す
か
ら
。
料
理
を
す
る

と
一
瞬
夢
中
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
何
か
に

夢
中
に
な
っ
て
そ
れ
し
か
考
え
な
い
瞬
間

を
も
つ
こ
と
が
、
ス
ト
レ
ス
を
や
り
す
ご

す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
今
回
の
テ
ー

マ
で
あ
る
「
水
辺
」
も
「
三
つ
の
R
」
を

巧
ま
ず
し
て
満
た
し
て
く
れ
る
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か

も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。」
と
鴨
長
明
が

『
方
丈
記
』
で
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
川

は
い
つ
も
新
鮮
な
も
の
で
す
ね
。
滝
や
湖

も
そ
う
で
す
。
ず
っ
と
同
じ
と
こ
ろ
に
同

じ
水
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
刻
々
と
変

化
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
水
が
あ
れ

ば
、
そ
こ
に
は
生
命
が
あ
る
可
能
性
が
き

わ
め
て
大
き
い
。
水
か
ら
生
ま
れ
た
人
間

と
い
う
存
在
を
み
ん
な
無
意
識
に
感
じ
て

い
て
、
だ
か
ら
水
の
た
っ
ぷ
り
あ
る
と
こ

ろ
に
行
く
と
懐
か
し
い
感
じ
が
し
た
り
、

く
つ
ろ
い
だ
気
分
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。

　

カ
ナ
ダ
の
バ
ン
ク
ー
バ
ー
を
旅
し
た
と

き
に
お
も
し
ろ
い
な
と
思
っ
た
の
が
、
滝

や
川
、
湖
な
ど
水
の
そ
ば
に
行
く
と
、
不

思
議
な
こ
と
に
人
間
は
あ
ま
り
動
か
な
く

な
る
ん
で
す
。
無
と
は
違
い
ま
す
が
、
静

か
に
な
り
ま
す
。
水
辺
は
気
持
ち
を
ゆ
っ

た
り
さ
せ
、
何
も
考
え
な
い
穏
や
か
な
瞬

間
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
レ
ス

ト
や
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
満
た
し
ま
す
。

公
園
で
も
、
芝
生
だ
け
の
公
園
に
寝
転
ぶ

よ
り
、
水
場
が
あ
る
ほ
う
が
長
く
く
つ
ろ

げ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
水
辺
に
行
く
ま
で
の
プ
ロ
セ

ス
が
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
ま
す
ね
。

自
転
車
を
走
ら
せ
れ
ば
、
風
を
き
る
新
鮮

な
感
覚
が
味
わ
え
ま
す
。
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ

ョ
ン
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
水
族
館
の

ク
ラ
ゲ
を
見
て
い
る
と
同
様
の
効
果
を
感

じ
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
、

あ
の
人
間
の
想
像
を
超
え
た
動
き
が
魅
力

を
感
じ
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
特
に
滝
な
ど
は
、
落
ち
た
ら
大

変
な
の
で
ほ
ど
よ
い
緊
張
感
が
あ
り
ま
す
。

危
険
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
や
や
気
を

引
き
締
め
な
が
ら
心
洗
わ
れ
る
感
じ
が
あ

り
ま
せ
ん
か
？ 

副
交
感
神
経
寄
り
で
ゆ

る
み
す
ぎ
る
の
で
は
な
く
、
交
感
神
経
が

よ
い
緊
張
感
を
支
え
て
い
る
。
滝
を
眺
め

る
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
非
常
に
よ
い

精
神
の
あ
り
方
に
近
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

日
常
と
は
違
う
世
界
に

一
瞬
で
も
連
れ
て
い
く

　

私
た
ち
の
日
常
の
ほ
と
ん
ど
の
場
面
は
、

テ
レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

が
支
配
す
る
「
オ
ー
デ
ィ
オ
ビ
ジ
ュ
ア

ル
」
の
世
界
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
五
感
が
あ
り
な
が
ら
、「
見
る
」「
聞

く
」
の
二
つ
し
か
使
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
水
辺
は
私
た
ち
が
普
段
使
っ
て

い
な
い
感
覚
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　

水
辺
に
行
く
と
、
水
に
さ
わ
っ
て
み
た

り
足
を
浸
け
た
り
と
い
う
行
為
を
、
自
然

に
や
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
か
？ 

ま
た
、
湖

で
も
川
や
滝
で
も
、
森
の
香
り
や
生
き
も

の
な
ど
、
必
ず
新
鮮
な
「
匂
い
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
、
オ
ー
デ
ィ

オ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
だ
け
で
味
わ
う
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
普
段
使
っ
て
い
な
い
感
覚
を

自
然
の
な
か
で
刺
激
す
る
。
そ
れ
が
、
自

分
を
一
瞬
で
も
日
常
と
は
違
う
世
界
に
連

れ
て
い
く
。
だ
か
ら
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
な
に
も
遠
方
で
あ
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
歩
い
て
、
あ
る
い
は
自
転

車
で
行
け
る
近
所
の
水
辺
で
十
分
で
す
。

同
じ
川
で
も
、
日
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
違

う
は
ず
で
す
。
ち
ょ
っ
と
雨
が
降
れ
ば
、

匂
い
も
、
水
の
色
も
、
気
温
も
違
う
。
そ

う
い
っ
た
こ
と
を
ほ
ん
の
少
し
意
識
す
る

だ
け
で
、
い
つ
も
と
は
違
う
新
鮮
な
刺
激

に
出
合
え
る
。
水
辺
と
は
、
そ
う
い
う
場

所
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
（
2  

0  

1   

5
年
8
月
5
日
取
材
）

Interview　水による心の回復力
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ク
ラ
ゲ
の
飼
育
展
示
に

先
駆
け
た
水
族
館

　

目
の
前
が
相
模
湾
の
砂
浜
。
夏
と
も
な

れ
ば
海
の
家
で
賑
わ
う
。
潮
風
の
心
地
よ

い
絶
好
の
場
所
に
新
江
ノ
島
水
族
館
は
位

置
し
て
い
る
。

　

日
本
全
国
に
水
族
館
は
数
あ
れ
ど
、
こ

こ
は
ク
ラ
ゲ
の
飼
育
と
展
示
に
い
ち
早
く

着
手
し
た
こ
と
で
名
高
い
。
1 

9 

5  

4
年

（
昭
和
29
）、
旧
江
の
島
水
族
館
オ
ー
プ
ン

と
同
時
に
ク
ラ
ゲ
は
水
槽
に
い
た
。「
初
代

館
長
が
生
物
の
進
化
・
系
統
の
学
問
的
な

観
点
か
ら
ク
ラ
ゲ
は
外
せ
な
い
と
考
え
た

の
と
、
葉
山
の
御
用
邸
に
近
い
こ
と
も
理

由
の
一
つ
で
す
」
と
話
す
の
は
、
学
芸
員

で
ク
ラ
ゲ
の
飼
育
技
師
、
足
立
文あ

や

さ
ん
。

ク
ラ
ゲ
の
研
究
者
で
も
あ
っ
た
昭
和
天
皇

は
、
御
静
養
の
折
、
し
ば
し
ば
水
族
館
ま

で
足
を
延
ば
さ
れ
た
と
い
う
。

　

1 

9 

7  

3
年
（
昭
和
48
）、
人
工
飼
育
の

難
し
い
ミ
ズ
ク
ラ
ゲ
の
一
生
を
水
槽
内
で

再
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
常
設
展
示
が

可
能
に
な
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
ク
ラ
ゲ
を

飼
育
し
繁
殖
す
る
試
行
錯
誤
を
積
み
重
ね

た
結
果
、
1 

9 

8  

8
年
（
昭
和
63
）
に
は
世

界
初
の
ク
ラ
ゲ
専
門
展
示
館
「
ク
ラ
ゲ
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
ホ
ー
ル
」
を
開
設
。
1 

9 

9  

3
年
（
平
成
5
）、
長
年
に
わ
た
る
飼
育

繁
殖
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
日
本
動
物
園

水
中
を
浮
遊
す
る

ク
ラ
ゲ
に
癒
さ
れ
る

水
中
で
ふ
わ
り
ふ
わ
り
と
泳
ぐ
ク
ラ
ゲ
が
「
癒
さ
れ
る
生
き
も
の
」
と
し
て
人

気
を
集
め
て
い
る
。
得
体
の
し
れ
な
い
姿
で
あ
り
、
し
か
も
毒
を
も
っ
て
い
る

の
で
苦
手
な
人
も
い
る
は
ず
だ
が
、
い
ま
や
全
国
各
地
の
水
族
館
が
ク
ラ
ゲ
の

飼
育
・
展
示
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ゲ
の
何
が
私
た
ち
の
心
を
癒
す
の
か
。

ク
ラ
ゲ
展
示
の
先
駆
け
と
し
て
知
ら
れ
る
新
江
ノ
島
水
族
館
（
神
奈
川
県
藤
沢
市
片

瀬
海
岸
）
を
訪
ね
、
人
気
の
理
由
を
探
っ
た
。

水による心の回復力　Scene1



水中を浮遊するクラゲに癒される13

水
族
館
協
会
か
ら
海
産
無
脊
椎
動
物
で
は

初
め
て
の
古
賀
賞
（
注
）
を
授
与
さ
れ
た
。

　

2 

0 

0  

4
年
（
平
成
16
）
に
新
江
ノ
島
水

族
館
（
愛
称
「
え
の
す
い
」）
と
し
て
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
後
も
ク
ラ
ゲ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ホ
ー

ル
は
幻
想
的
な
癒
し
の
空
間
と
し
て
人
気

を
集
め
て
い
る
。

変
幻
自
在
に
浮
遊
す
る

多
種
多
彩
な
や
わ
ら
か
さ

　

絡
ん
だ
ク
モ
の
糸
の
よ
う
な
触
手
を
水

槽
い
っ
ぱ
い
に
ゆ
っ
く
り
広
げ
る
サ
ム
ク

ラ
ゲ
。
鮮
や
か
な
赤
い
触
手
を
ひ
た
す
ら

長
く
伸
ば
し
、
ゆ
る
や
か
に
漂
う
ア
カ
ク

ラ
ゲ
。
優
雅
に
た
な
び
く
口
腕
が
天
女
の

羽
衣
を
想
わ
せ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ン
シ
ー

ネ
ッ
ト
ル
。
そ
の
名
の
と
お
り
紫
の
縞
模

様
が
き
れ
い
で
、
米
西
海
岸
産
な
の
に
蛇

の
目
傘
そ
っ
く
り
の
パ
ー
プ
ル
ス
ト
ラ
イ

プ
ド
ジ
ェ
リ
ー
。

　

ふ
わ
ふ
わ
と
た
ゆ
た
う
の
も
い
れ
ば
、

ぴ
ょ
こ
ぴ
ょ
こ
向
き
を
変
え
る
の
も
、
ゆ

ら
ゆ
ら
流
れ
て
ゆ
く
の
も
い
る
。
赤
、
桃
、

橙
、
黄
、
紫
―
―
変
幻
自
在
に
浮
遊
す
る

無
色
透
明
な
〈
や
わ
ら
か
さ
〉
に
多
種
多

彩
な
〈
差
し
色
〉
が
入
っ
た
自
然
の
見
事

な
造
形
に
は
恐
れ
入
る
し
か
な
い
。

　

ぼ
ー
っ
と
見
て
い
る
だ
け
で
、
水
に
漂

う
ク
ラ
ゲ
の
優
雅
で
ゆ
る
や
か
な
リ
ズ
ム

（注）古賀賞

希少動物の繁殖に功績のあった動物園や水族館に対
して贈られる国内最高の賞。日本動物園水族館協会
の育ての親、上野動物園初代園長・古賀忠道博士の
業績を記念して 1986年（昭和 61）に制定された。

1 （メイン写真）真昼の空の満月のようなミズクラゲ。成体は傘の直径が15～30cmくらいになる
2 ブルーと名がついているものの、カラーバリエーションが豊富なブルージェリー　3 美しいピンク色
の体と口腕をもつパープルストライプドジェリー　4 水玉模様の傘と8本の口腕をもつタコクラゲ　
5 パシフィックシーネットルの橙色は表皮の色。その下の中身は無色透明なのだという　6 絹のよう
なやわらかさ、なめらかさを感じるインドネシアンシーネットル。口腕が非常に長い

新江ノ島水族館 展示飼育部
の学芸員・飼育技師の足立 文
（あだち あや）さん。琉球大
学大学院理学研究科修了（生
物学修士）後、旧・江の島水
族館入社。2004年より新江
ノ島水族館勤務。入社以来一
貫してクラゲを担当している

1

2

3

5

4

6
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に
引
き
込
ま
れ
、
せ
わ
し
な
さ
に
磨
り
減

り
尖
っ
て
い
た
心
の
角
が
丸
く
な
る
。
水

の
な
か
で
奏
で
ら
れ
る
形
と
色
と
動
き
の

シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
は
、
い
つ
ま
で
眺
め
て
い

て
も
飽
き
な
い
。「
リ
ピ
ー
タ
ー
の
お
客
さ

ま
も
多
い
」（
足
立
さ
ん
）
の
が
う
な
ず
け
る
。

　

旧
江
の
島
水
族
館
の
時
代
、
1 

9 

9  

7

年
（
平
成
9
）
に
初
め
て
癒
し
を
テ
ー
マ
に

し
た
イ
ベ
ン
ト
展
示
「
ク
ラ
ゲ
の
リ
ラ
ク

ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
を
開
催
し
た
。
そ
の
後
、

全
国
の
水
族
館
の
定
番
的
な
テ
ー
マ
設
定

と
な
る
〈
ク
ラ
ゲ
＝
癒
し
〉
の
先
駆
け
も

「
え
の
す
い
」
だ
っ
た
。

「
ク
ラ
ゲ
の
ゆ
っ
た
り
し
た
リ
ズ
ム
」
と

「
す
り
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
、
や
さ
し
い
透

明
感
」
が
ク
ラ
ゲ
の
魅
力
だ
と
足
立
さ
ん

は
考
え
て
い
る
。

　

だ
か
ら
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
に

走
っ
た
過
剰
な
装
飾
は
し
な
い
。「
光
の
演

出
も
、
あ
く
ま
で
ク
ラ
ゲ
本
来
の
美
し
い

色
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
」（
足

立
さ
ん
）。

　

丸
み
を
帯
び
た
デ
ザ
イ
ン
が
和
や
か
さ

を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
ク
ラ
ゲ
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
ホ
ー
ル
の
水
槽
の
窓
や
解
説
パ

ネ
ル
の
四
隅
の
角
は
丸
く
し
て
あ
る
。
2 

0 

1  

3
年
（
平
成
25
）
に
登
場
し
た
球
型
水

槽
「
ク
ラ
ゲ
プ
ラ
ネ
ッ
ト
（
海
月
の
惑
星
）」

も
、
よ
り
美
し
く
癒
さ
れ
る
ク
ラ
ゲ
展
示

を
追
求
し
た
も
の
だ
。

お
な
じ
み
の
姿
は
一
時
期
で
、

脳
も
心
臓
も
な
く
生
き
て
い
る

　

10
分
間
の
ク
ラ
ゲ
シ
ョ
ー
「
海く

ら
げ月

の

宇そ

ら宙
」
が
始
ま
っ
た
。
壁
と
天
井
に
プ
ロ

ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
（
C 

G
に
よ
る

特
殊
効
果
の
視
覚
演
出
）
で
江
ノ
島
の
海
の
動

画
が
映
し
出
さ
れ
る
。
気
が
つ
け
ば
ク
ラ

ゲ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ホ
ー
ル
は
ク
ラ
ゲ
の
傘

を
模
し
た
ド
ー
ム
状
。「
ク
ラ
ゲ
は
人
よ
り

も
魚
よ
り
も
恐
竜
よ
り
も
は
る
か
昔
、
地

球
に
誕
生
し
ま
し
た
。
特
別
な
と
こ
ろ
に

棲
ん
で
い
る
生
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

江
の
島
の
ま
わ
り
に
も
た
く
さ
ん
の
ク
ラ

ゲ
が
い
ま
す
」
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も

に
、
周
囲
の
海
面
が
せ
り
上
が
る
。
巨
大

な
ク
ラ
ゲ
の
体
内
に
抱
か
れ
た
観
客
を
海

中
へ
と
誘
う
趣
向
だ
。

　

ミ
ズ
ク
ラ
ゲ
の
一
生
が
再
現
さ
れ
た
。

よ
く
知
ら
れ
た
容
姿
で
海
を
漂
う
の
は
、

ほ
ん
の
一
時
期
に
す
ぎ
な
い
。
卵
か
ら
孵

っ
た
幼
生
は
岩
な
ど
に
く
っ
つ
き
、
小
さ

な
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
に
似
た
姿
に
な
る
。

や
が
て
体
が
く
び
れ
、
皿
を
重
ね
た
よ
う

な
形
に
変
わ
っ
て
、
そ
の
一
枚
一
枚
が
離

れ
て
浮
遊
し
、
お
な
じ
み
の
格
好
の
ち
び

ク
ラ
ゲ
へ
。

　

観
客
か
ら
「
あ
あ
や
っ
て
生
ま
れ
る
ん

だ
！ 

す
ご
い
す
ご
い
、
初
め
て
見
た
！
」

と
感
嘆
の
声
が
も
れ
た
。
ク
ラ
ゲ
に
は
脳

も
心
臓
も
な
い
、
と
い
う
の
に
も
び
っ
く

り
。

「
神
経
と
筋
肉
と
消
化
器
官
と
生
殖
器
官

だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
生
き
も
の
で
す
。
エ

サ
を
追
い
か
け
て
捕
ま
え
る
な
ど
複
雑
な

動
き
を
す
る
生
物
は
神
経
中
枢
で
命
令
を

出
す
脳
が
必
要
で
す
が
、
ク
ラ
ゲ
は
基
本

的
に
水
の
流
れ
に
身
を
任
せ
、
ま
わ
り
の

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
稚
魚
を
食
べ
て
い
れ
ば

い
い
。
反
射
だ
け
で
動
い
て
い
る
生
き
も

の
な
ん
で
す
」
と
、
後
で
足
立
さ
ん
が
く

わ
し
く
教
え
て
く
れ
た
。

　

ク
ラ
ゲ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ホ
ー
ル
で
ク
ラ

ゲ
に
興
味
を
も
っ
た
ら
、
隣
の
展
示
「
ク

ラ
ゲ
サ
イ
エ
ン
ス
」
で
生
態
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。「
え
の
す
い
」
に
行
け
ば
最
大

50
種
類
の
ク
ラ
ゲ
に
出
会
う
。

　

ク
ラ
ゲ
の
生
態
は
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て7
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Scene1　水による心の回復力

い
な
い
こ
と
も
多
く
、
生
理
化
学
的
な
有

効
成
分
も
研
究
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
毒
が
あ
っ
て
嫌
わ
れ
や
す
い
が
、

癒
さ
れ
る
人
も
ま
た
多
い

　

ク
ラ
ゲ
の
一
生
は
種
類
に
よ
っ
て
数
週

間
か
ら
数
年
ま
で
ま
ち
ま
ち
。
足
立
さ
ん

に
よ
れ
ば
、
飼
育
す
る
に
は
「
底
へ
沈
ま

な
い
よ
う
に
水
の
流
れ
を
つ
く
る
の
と
、

濾
過
層
か
ら
汚
水
と
一
緒
に
吸
い
込
ま
れ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
」
が
肝
心
で
、
な

か
な
か
に
コ
ツ
が
い
る
。
ク
ラ
ゲ
は
傘
の

内
側
に
水
を
抱
き
込
み
、
そ
の
水
を
ジ
ェ

ッ
ト
噴
射
の
よ
う
に
押
し
出
す
こ
と
で
推

進
力
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
泳
ぐ

力
は
弱
い
。
多
く
は
水
の
流
れ
が
止
ま
る

と
、
た
だ
ぷ
か
ぷ
か
浮
か
ん
で
い
る
だ
け

か
、
底
に
沈
ん
で
し
ま
う
。

　

飼
育
が
面
倒
な
の
で
他
の
魚
と
違
っ
て

扱
う
卸
売
業
者
も
少
な
く
、
採
集
す
る
か

他
の
水
族
館
か
ら
譲
り
受
け
る
こ
と
が
多

い
。
大
き
い
も
の
で
触
手
の
長
さ
が
50 

m

に
も
達
す
る
カ
ツ
オ
ノ
エ
ボ
シ
は
採
集
も

飼
育
も
難
し
い
。「
南
か
ら
強
い
風
が
吹
い

て
く
る
と
海
岸
に
打
ち
上
が
る
の
で
、
い

そ
い
そ
と
出
か
け
て
い
き
ま
す
」
と
足
立

さ
ん
。
た
だ
し
打
ち
上
げ
ら
れ
て
死
ん
で

も
、
触
手
に
あ
る
刺し

ほ
う胞

の
強
力
な
毒
針
は

し
ば
ら
く
効
力
が
あ
る
の
で
、
素
人
は
見

つ
け
て
も
触
ら
な
い
よ
う
く
れ
ぐ
れ
も
ご

注
意
を
。

「
え
の
す
い
」
で
は
毎
月
9
日
、
展
示
飼

育
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
近
く
の
漁
港
で
ク

ラ
ゲ
を
調
査
・
採
集
す
る
「
え
の
す
い
ク

ラ
ゲ
の
日
」
を
設
け
て
い
る
。
季
節
や
天

候
に
よ
っ
て
は
1
時
間
あ
ま
り
で
10
種
類

も
の
ク
ラ
ゲ
を
見
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
。

　

ク
ラ
ゲ
は
毒
針
を
も
つ
「
刺
胞
動
物
」

に
属
し
、
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
や
サ
ン
ゴ
の

仲
間
。
触
手
に
エ
サ
が
触
れ
る
と
、
刺
胞

を
発
射
し
て
毒
で
弱
ら
せ
、
触
手
か
ら
口

腕
を
伝
っ
て
真
ん
中
の
口
、
胃
腔
へ
と
エ

サ
を
送
っ
て
消
化
し
、
不
要
な
カ
ス
を
ま

た
口
か
ら
出
す
。

　

つ
ま
り
ク
ラ
ゲ
の
毒
は
エ
サ
を
食
べ
て

生
き
る
た
め
に
必
要
な
も
の
な
の
だ
が

「
刺
さ
れ
る
と
痛
く
て
怖
い
、
気
持
ち
悪

い
」
と
ク
ラ
ゲ
を
忌
み
嫌
う
人
も
少
な
く

な
い
。

「
水
族
館
で
〈
好
き
な
生
き
も
の
〉
の
ア

ン
ケ
ー
ト
を
取
る
と
イ
ル
カ
や
ペ
ン
ギ
ン

が
ト
ッ
プ
で
、
ク
ラ
ゲ
は
人
気
が
あ
り
ま

せ
ん
。
と
こ
ろ
が
〈
癒
さ
れ
る
生
き
も

の
〉
だ
と
上
位
に
く
る
」（
足
立
さ
ん
）
と
い

う
。

　

か
つ
て
研
究
者
と
の
共
同
研
究
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
測
定
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か

ら
、
ク
ラ
ゲ
の
癒
し
効
果
の
有
効
性
が
示

唆
さ
れ
た
。
最
近
で
は
、〈
癒
さ
れ
る
生
き

も
の
〉
と
し
て
観
賞
用
「
ク
ラ
ゲ
飼
育
セ

ッ
ト
」
も
市
販
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

動
物
園
と
水
族
館
の
文
化
は
西
洋
が
発
祥

だ
が
、
こ
と
ク
ラ
ゲ
の
飼
育
展
示
に
関
し

て
は
「
え
の
す
い
」
を
は
じ
め
日
本
の
水

族
館
が
世
界
の
先
頭
を
切
り
、
海
外
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
。

生
命
の
源
と
し
て
の
水
に

一
番
近
い
生
き
も
の

　

足
立
さ
ん
は
大
学
で
生
物
の
研
究
を
し

て
い
る
と
き
か
ら
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
不

思
議
な
海
の
生
き
も
の
が
好
き
」
だ
っ
た
。

そ
の
代
表
選
手
が
ク
ラ
ゲ
。「
毒
が
あ
っ
て

怖
い
と
か
気
持
ち
悪
い
と
い
う
先
入
観
を

取
り
払
っ
て
、
こ
ん
な
生
き
も
の
も
海
に

は
い
る
ん
だ
！ 

と
い
う
気
づ
き
の
窓
口

に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
の
思
い
で
ク

ラ
ゲ
の
飼
育
展
示
に
取
り
組
む
。

「
海
月
の
宇
宙
」
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、

ハ
タ
と
膝
を
打
つ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

「
浮
遊
す
る
ク
ラ
ゲ
た
ち
に
囲
ま
れ
て
い

る
と
、
ふ
と
時
間
と
空
間
の
感
覚
が
あ
い

ま
い
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
宇
宙
の

塵
か
ら
地
球
が
生
ま
れ
、
そ
の
地
球
で
生

命
が
誕
生
し
ま
し
た
。
ク
ラ
ゲ
を
見
て
い

る
と
不
思
議
な
感
覚
に
な
る
の
は
、
命
の

も
と
が
ふ
わ
ふ
わ
と
宇
宙
空
間
を
漂
っ
て

い
た
こ
ろ
の
、
遠
い
昔
の
記
憶
の
せ
い
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

ク
ラ
ゲ
の
身
体
成
分
の
大
半
は
水
。
死

ぬ
と
溶
け
て
海
水
に
戻
る
。
ク
ラ
ゲ
は
原

初
の
地
球
で
生
命
が
誕
生
し
た
母
な
る
海

の
記
憶
の
遺
伝
子
も
呼
び
覚
ま
す
よ
う
だ
。

水
面
に
浮
か
ぶ
姿
を
上
か
ら
見
て
も
癒
さ

れ
な
い
の
に
、
水
中
で
漂
う
姿
は
人
を
癒

す
。
ク
ラ
ゲ
と
は
、
実
に
不
思
議
な
生
き

も
の
で
あ
る
。　

（
2 

0 

1    

5
年
8
月
10
日
取
材
）

7 クラゲファンタジーホールで1日に6回上映され
るクラゲショー「海月の宇宙」。ホール中央には球
型水槽「クラゲプラネット～海月の惑星～」が配置
されている　8 「バックヤード」にある館内のクラ
ゲ飼育室　9 クラゲファンタジーホールの隣にある
「クラゲサイエンス」。知られざるクラゲの生態を
よりくわしく学べる

8

9
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水
を
使
わ
ず
に
水
を

感
じ
さ
せ
る
枯
山
水

　

京
都
洛
東
に
真し

ん
に
ょ
ど
う

如
堂
（
鈴
聲
山
﹇
れ
い
し

ょ
う
ざ
ん
﹈
真
正
極
楽
寺
）
と
い
う
天
台
宗
の

寺
院
が
あ
る
。
書
院
か
ら
仏
堂
を
望
む

「
随
縁
の
庭
」
は
枯
山
水
様
式
の
モ
ダ
ン

な
庭
園
で
、
2
0
1
0
年
（
平
成
22
）、
作

庭
家
の
重
森
千
靑
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
。

真
如
堂
は
三
井
家
の
菩
提
寺
。
仏
堂
の

蟇か
え
る
ま
た

股
（
注
1
）
に
は
四
ツ
目
結む

す
び

の
三
井
家

の
家
紋
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

重
森
さ
ん
は
家
紋
を
モ
チ
ー
フ
に
取
り
入

れ
、
形
も
色
も
「
四
」
を
軸
に
し
た
枯
山

水
を
作
庭
し
た
。
配
し
た
樹
木
も
マ
キ
、

ヒ
ノ
キ
、
サ
ツ
キ
、
オ
ト
コ
ヨ
ウ
ゾ
メ
と

4
種
類
。

　

縁
石
や
玉
砂
利
の
仕
切
り
石
に
至
る
ま

で
、
寺
に
ひ
っ
そ
り
埋
も
れ
て
い
た
石
や

木
を
使
っ
て
い
る
。
鬱
蒼
と
し
た
仏
堂
前

の
坪
庭
が
明
る
く
な
っ
て
檀
家
の
三
井
家

は
喜
び
、
元
か
ら
の
材
料
を
活
か
し
た
枯

山
水
に
寺
と
し
て
も
愛
着
が
深
ま
っ
た
。

　

砂
の
紋
様
が
波
を
表
す
「
砂さ

も
ん紋

」。
水

の
な
い
と
こ
ろ
に
水
を
感
じ
さ
せ
る
枯
山

水
な
ら
で
は
の
表
現
だ
。
そ
れ
を
寺
務
職

員
が
独
自
に
工
夫
し
て
引
い
て
い
る
。

「
日
々
見
て
感
じ
、
手
入
れ
す
る
方
々
の

重森 千靑 さん
しげもり ちさを

作庭家／重森庭園設計研究室 代表

祖父である重森三玲（みれい）、父の完途（か
んと）に続く三代目。日本庭園についての著述、
講演、講師活動および庭園の設計に携わる。
1991年（平成 3）、ロンドンを中心に開かれた
ジャパンフェスティバルの事業「ロンドン京都庭
園」の作庭派遣団の一員として、ロンドン市内で
日本庭園の作庭に従事。2001年（平成 13）
4月から、京都工芸繊維大学工芸学部造形工学
科で「庭園美学論」の非常勤講師も務めている。

日
本
庭
園
に
お
け
る
水
へ
の
眼
差
し

―
―
作
庭
家
・
重
森
千
靑
さ
ん
に
聞
く

日
本
人
に
と
っ
て
海
や
山
、
川
、
野
、
森
な
ど
身
近
な
自
然
の
風
景
を
限
ら
れ
た
空

間
で
表
現
す
る
日
本
庭
園
。
そ
の
歴
史
は
飛
鳥
時
代
に
ま
で
遡
る
。
な
か
で
も
、

「
枯か

れ
さ
ん
す
い

山
水
」
は
、「
水
の
な
い
と
こ
ろ
に
水
を
感
じ
さ
せ
る
」
不
思
議
な
様
式
だ
。
枯

山
水
を
軸
に
し
て
日
本
庭
園
を
考
え
る
と
、
日
本
人
に
と
っ
て
水
が
ど
の
よ
う
な
価

値
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
精
神
性
が
明
ら
か
に
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
作
庭

家
の
重し

げ
も
り森

千ち
さ
を靑

さ
ん
に
、
日
本
庭
園
に
お
け
る
「
水
の
価
値
」
と
「
精
神
性
」
に
つ

い
て
伺
っ
た
。

水による心の回復力　Scene2

（注 1）蟇股

和様建築で梁や頭貫 （かしらぬき）上にあって上の荷
重を支える材。

1 真如堂にある枯山水様式の「随縁の庭」。重森千靑さんがデザインしたモ
ダンな庭園。水の気配を感じさせる砂紋は寺務職員が引いている　2 四ツ目
結の三井家の家紋があしらわれている仏堂の蟇股　3 よくよく見ると、水の
流れを考えて仏堂側が高く、手前を低く設計しているのがわかる

1

2
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お
か
げ
で
庭
は
生
き
生
き
と
育
ち
ま
す
」

と
、
作
庭
家
冥
利
に
尽
き
る
重
森
さ
ん
。

精
神
性
と
経
済
性
が

合
致
し
た
知
恵
の
産
物

　

日
本
庭
園
は
、
水
の
動
き
、
そ
し
て
石

や
樹
木
、
草
花
、
苔
に
よ
っ
て
自
然
を
再

現
す
る
も
の
だ
。
身
近
な
空
間
に
自
然
を

表
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
安
寧
を
得
た
い
」

と
い
う
精
神
性
が
あ
る
。
そ
の
根
幹
に
は

「
自
然
の
美
し
さ
に
思
い
を
馳
せ
て
つ
く

る
」
と
い
う
心
構
え
が
あ
る
。
重
森
さ
ん

は
「
美
し
い
場
所
を
見
る
と
、
真
似
し
て

つ
く
ろ
う
と
考
え
ま
す
が
、
大
自
然
を
そ

の
ま
ま
凝
縮
し
て
も
無
理
が
あ
る
。
で
す

か
ら
そ
の
美
し
さ
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、

狭
い
空
間
で
ど
う
表
現
す
る
か
を
試
行
錯

誤
す
る
の
で
す
」
と
語
る
。

　

枯
山
水
の
庭
園
は
、
室
町
時
代
後
期
に

禅
寺
を
中
心
に
多
く
出
現
し
た
。
そ
れ
ま

で
は
滝
や
池
、
遣や

り
み
ず水

（
注
2
）
な
ど
に
水

を
使
う
池ち

せ
ん泉

庭
園
が
主
流
だ
っ
た
。
枯
山

水
は
、
あ
た
か
も
表
面
に
水
が
流
れ
て
い

る
よ
う
な
白
い
石せ

き
え
い英

（
注
3
）
混
じ
り
の

白
川
砂
を
使
っ
た
り
し
て
、
水
の
流
れ
を

見
立
て
る
。
座
禅
し
精
神
統
一
し
て
い
る

と
、
水
で
な
い
も
の
に
も
水
を
感
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
禅
の
精
神
性
と
結
び
つ

い
た
庭
園
様
式
だ
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
「
実
の
と
こ
ろ
枯
山
水
は
も
っ

と
時
代
を
遡
り
ま
す
」
と
重
森
さ
ん
が
歴

史
を
紐
解
い
て
く
れ
た
。「
平
安
時
代
末
期

に
ま
と
め
ら
れ
た
日
本
最
古
の
作
庭
書

『
作
庭
記
』
に
〈
池
も
な
く
遣
水
も
な
き

所
に
、
石
を
た
つ
る
事
あ
り
。
こ
れ
を
枯

山
水
と
な
づ
く
〉
と
あ
る
の
で
す
」。

　

平
安
時
代
か
ら
残
る
毛も

う
つ
う
じ

越
寺
庭
園
（
岩

手
県
平
泉
町
）。
池
へ
張
り
出
し
た
築つ

き
や
ま山

の

上
部
に
多
数
の
石
で
組
ま
れ
た
箇
所
が
あ

る
。
ま
さ
に
滝
な
ど
の
自
然
風
景
に
見
立

て
た
『
作
庭
記
』
風
の
枯
山
水
だ
。

　

苔
寺
の
愛
称
で
有
名
な
京
都
の
西さ

い
ほ
う
じ

芳
寺

庭
園
に
も
、
石い

し
ぐ
み組

の
配
置
だ
け
で
豊
か
な

水
量
を
感
じ
さ
せ
る
「
枯か

れ
た
き滝

石
組
」
の
一

角
が
あ
る
。『
作
庭
記
』
で
い
う
池
か
ら
離

れ
独
立
し
た
枯
山
水
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

で
は
な
ぜ
室
町
時
代
後
期
に
、
現
代
の

私
た
ち
が
枯
山
水
と
聞
け
ば
思
い
浮
か
べ

る
、
砂
と
石
だ
け
で
構
成
し
た
庭
園
が
突

如
と
し
て
続
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
京
都
の
3
分
の
2
が
焼
失
し
た
と
い
わ

れ
る
応
仁
の
乱
が
原
因
で
す
」
と
重
森
さ

ん
は
解
き
明
か
す
。「
池
泉
庭
園
を
復
興
す

る
の
は
大
変
な
作
業
で
す
。
今
の
よ
う
に

電
動
ポ
ン
プ
な
ど
な
い
の
で
、
川
や
湧
き

水
か
ら
水
を
引
い
て
く
る
の
は
大
工
事
。

し
か
も
、
す
べ
て
の
箇
所
で
レ
ベ
ル
を
合

わ
せ
な
け
れ
ば
水
は
澱
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

澱
む
＝
不
浄
で
す
か
ら
、
水
を
扱
う
庭
園

（注 2）遣水

庭園などに水を導き入れ、流れるようにしたもの。水の
流れを変えるため、横石の配置などさまざまな工夫が
凝らされた。

3

（注 3）石英

二酸化ケイ素からなる鉱物。六角柱状または錐状の結
晶。無色もしくは白色でガラス光沢がある。
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で
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
池
の

水
が
あ
ふ
れ
な
い
よ
う
に
し
か
る
べ
き
と

こ
ろ
に
水
を
流
す
排
水
設
備
も
必
要
で
す
。

防
水
加
工
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
な
い
か
ら

粘
土
打
ち
で
す
。
私
は
古
い
池
泉
庭
園
の

修
復
を
経
験
し
ま
し
た
が
、
粘
土
を
玉
に

し
て
打
ち
付
け
て
い
く
の
で
跳
ね
返
っ
て

ド
ロ
ド
ロ
に
な
り
、
猛
暑
の
夏
に
カ
ッ
パ

を
着
て
地
獄
の
よ
う
な
重
労
働
で
し
た
。

当
時
、
ど
う
す
れ
ば
お
金
と
労
力
を
か
け

ず
に
庭
園
を
復
興
で
き
る
か
、
と
考
え
て

行
き
着
い
た
の
が
、
庭
園
す
べ
て
を
枯
山

水
に
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
わ
け
で
す
」

　

水
の
な
い
と
こ
ろ
に
水
を
感
じ
る
禅
の

精
神
性
。
池
泉
庭
園
よ
り
も
簡
便
に
つ
く

れ
る
経
済
性
。
枯
山
水
は
二
つ
を
巧
妙
に

合
致
さ
せ
た
知
恵
の
産
物
と
い
え
よ
う
。

疲
れ
切
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
が

滝
の
前
で
ボ
ー
ッ
と
過
ご
す

　

洛
北
の
禅
寺
で
茶
の
湯
の
聖
地
と
し
て

知
ら
れ
る
大
徳
寺
。
そ
の
な
か
の
塔た

っ
ち
ゅ
う頭

で

あ
る
大
仙
院
庭
園
は
、
龍
安
寺
庭
園
と
並

ん
で
枯
山
水
の
代
表
的
な
庭
園
で
あ
る
。

そ
の
構
成
は
、
水
墨
画
の
よ
う
な
山
岳
風

景
に
枯
滝
、
枯か

れ
な
が
れ流

を
備
え
、
大
自
然
の
水

景
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
庭
園
は
池
泉
・
枯
山
水
・
路
地
の

三
つ
に
大
別
さ
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
キ

ー
ワ
ー
ド
は
水
。
水
が
な
い
と
始
ま
り
ま

せ
ん
。
近
ご
ろ
西
洋
庭
園
で
流
行
し
て
い

る
、
雨
水
を
有
効
利
用
し
川
の
流
れ
の
よ

う
に
見
せ
る
レ
イ
ン
ガ
ー
デ
ン
の
趣
向
も
、

日
本
庭
園
に
は
と
っ
く
の
昔
か
ら
あ
り
ま

し
た
。
雨
が
多
く
水
が
豊
富
に
あ
る
恩
恵

を
慈
し
み
、
水
の
よ
さ
を
引
き
出
す
こ
と

が
、
日
本
庭
園
に
脈
々
と
流
れ
る
重
要
な

伝
統
で
す
」
と
重
森
さ
ん
は
話
す
。

　

水
の
音
色
も
日
本
庭
園
で
は
大
切
な
要

素
。
夏
の
暑
さ
を
少
し
で
も
和
ら
げ
よ
う

と
、
手ち

ょ
う
ず
ば
ち

水
鉢
の
柄ひ

し
ゃ
く杓

を
取
っ
て
手
を
洗
っ

た
と
き
コ
ロ
コ
ロ
と
涼
や
か
な
水
の
反
響

音
が
す
る
水す

い
き
ん
く
つ

琴
窟
（
注
4
）
は
、
茶
人
の

繊
細
な
気
配
り
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
工
夫

だ
。

　

回
遊
式
池
泉
庭
園
を
代
表
す
る
桂
離
宮

庭
園
に
「
鼓
の
滝
」
と
い
う
見
逃
す
ほ
ど

の
小
さ
な
滝
が
あ
る
。
そ
ば
に
橋
が
か
か

っ
て
お
り
、
名
前
の
と
お
り
、
鼓
の
よ
う

に
あ
で
や
か
な
音
が
す
る
の
で
「
橋
を
渡

る
の
が
楽
し
み
」（
重
森
さ
ん
）
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
水
の
音
を
巧

み
に
扱
う
の
は
日
本
人
だ
け
で
は
な
い
。

重
森
さ
ん
が
一
例
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ペ
イ
リ
ー
パ
ー
ク
。
公

園
の
奥
に
あ
る
6 

m
の
落
差
の
滝
は
、
日

本
庭
園
の
滝
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
設
計
さ
れ

た
も
の
だ
。

　

訪
れ
た
重
森
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
間
近
に

上空から見た桂離宮。池のまわりに書院や茶亭を配している。庭と建築の
構成が見事で、その回遊式池泉庭園は日本庭園の美の集大成ともいわれ
る。敷地は約 6万 9400㎡　写真：首藤光一 /アフロ
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Scene2　水による心の回復力

な
い
景
色
。
風
は
冷
た
く
、
京
都
の
冬
は

身
を
切
る
よ
う
に
寒
い
。
そ
ん
な
〈
す
っ

ぴ
ん
〉
の
状
況
で
も
美
し
い
景
色
な
ら
、

春
や
秋
は
当
然
美
し
い
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
庭
園
も
同
じ
で
、
落
葉
樹
の
枝

先
に
至
る
ま
で
、
冬
の
ピ
ン
と
張
り
詰
め

た
空
気
と
繊
細
な
枝
ぶ
り
の
景
色
は
最
高

で
す
」　

　

重
森
さ
ん
は
「
そ
こ
ま
で
行
っ
た
ら
、

い
っ
た
ん
自
分
の
知
識
を
す
べ
て
リ
セ
ッ

ト
し
、
頭
を
空
っ
ぽ
に
し
て
庭
に
向
き
合

っ
て
ほ
し
い
」
と
最
後
に
付
言
し
た
。

　

空
っ
ぽ
に
し
て
見
え
て
く
る
も
の
は
何

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、
ど
の
様
式

の
日
本
庭
園
に
も
共
通
す
る
水
の
イ
メ
ー

ジ
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
2 

0 

1    

5
年
7
月
31
日
取
材
）

真如堂にはもう一つ枯山水の庭園がある。比叡山など東山三十六
峰を借景とした「涅槃の庭」

右：龍安寺の庭園。敷き詰めた白砂は大海で、点在する石は海に
浮かぶ島のように見える。石の大きさと配置の妙で、奥行きのある
美しい空間となっている　写真提供：龍安寺

右：大徳寺の大仙院庭園。水
墨画を立体化したような山水
風景が特徴。重森さんいわく
「枯山水の美に深く接したい
のならば、まずは龍安寺庭園
と大仙院庭園を拝見しなけれ
ばいけません」
写真：山本健三 /アフロ

左：ニューヨーク・ペイリーパ
ークの滝のそばでくつろぐ人
たち。設計者はアメリカ人だ
が、日本庭園の滝からヒントを
得たという
写真：Alamy/アフロ

行
く
と
都
市
の
雑
踏
音
が
す
べ
て
か
き
消

さ
れ
、
落
水
の
音
し
か
し
ま
せ
ん
。
疲
れ

切
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
た
ち
が
滝
の
前

に
陣
取
っ
て
ボ
ー
ッ
と
し
て
い
ま
し
た
」。

　

都
市
生
活
で
溜
ま
っ
た
澱お

り

を
、
滝
の
落

水
と
水
音
が
洗
い
流
し
て
く
れ
る
。
水
の

も
つ
清
ら
か
さ
や
落
水
が
奏
で
る
音
は
、

人
間
に
と
っ
て
絶
対
的
に
必
要
な
も
の
だ

と
重
森
さ
ん
は
言
う
。「
中
国
は
池
泉
庭
園

が
中
心
で
す
し
、
さ
ら
に
西
へ
向
か
っ
て

も
ど
の
国
の
庭
園
に
も
水
が
あ
る
。
イ
ン

ド
の
タ
ー
ジ
・
マ
ハ
ル
も
そ
う
で
す
ね
。

暑
い
国
な
ら
ば
水
を
大
量
に
扱
う
こ
と
で

己
の
権
力
を
誇
示
す
る
意
味
も
あ
り
ま
す

が
、
清
々
し
い
空
間
に
す
る
に
は
ど
う
し

て
も
水
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
」。
庭
園

の
水
は
古
今
東
西
を
問
わ
ず
、
荒
ん
だ
心

に
染
み
込
み
、
活
力
を
呼
び
戻
す
よ
う
だ
。

四
季
折
々
の
色
づ
き
と

庭
園
の
構
成
を
楽
し
む

　

日
本
庭
園
の
よ
さ
を
味
わ
う
に
は
ど
ん

な
見
方
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
花
咲
く
春
、
新
緑
の
夏
、
紅
葉
の
秋
に

出
か
け
て
〈
あ
あ
き
れ
い
だ
な
〉
で
最
初

は
い
い
と
思
う
の
で
す
。
季
節
ご
と
の
草

木
の
色
づ
き
を
堪
能
し
た
ら
、
今
度
は
庭

園
全
体
の
構
成
に
目
を
向
け
て
み
る
」

　

例
え
ば
海
外
に
も
名
高
い
龍
安
寺
の
石

庭
。
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
構
成
の
枯
山

水
だ
が
、
五
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
石
が
巧
み

な
遠
近
法
を
司
り
視
線
を
誘
導
す
る
。

　

ま
た
池
泉
庭
園
で
は
自
然
の
山
並
を
石

で
表
す
。
山
並
な
ら
築
山
で
十
分
な
の
に
、

そ
の
上
へ
さ
ら
に
石
を
据
え
る
の
は
、
険

し
く
そ
び
え
立
つ
山
を
表
現
し
て
い
る
。

「
そ
こ
ま
で
気
づ
け
ば
、
人
が
た
ど
り
つ

け
な
い
深し

ん
ざ
ん
ゆ
う
こ
く

山
幽
谷
す
な
わ
ち
不
老
不
死
の

仙
人
が
い
る
蓬ほ

う
ら
い
さ
ん

莱
山
を
表
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
理
想
郷
と
し
て
の
蓬
莱

神
仙
思
想
を
表
す
寺
院
庭
園
は
多
い
」　

　

こ
の
思
想
に
は
長
寿
の
象
徴
で
あ
る
鶴

と
亀
の
石
組
や
島
を
設
け
る
。
そ
の
よ
う

な
象
徴
を
見
つ
け
出
す
の
も
楽
し
み
方
の

一
つ
、
と
重
森
さ
ん
は
言
う
。

お
気
に
入
り
の
庭
へ

足
繁
く
何
度
も
通
う

　

天
候
や
時
間
帯
で
光
線
の
具
合
が
異
な

り
、
庭
は
時
々
刻
々
と
風
情
を
変
え
る
。

「
お
気
に
入
り
の
庭
が
で
き
た
ら
足
繁
く

何
度
も
通
う
と
、
そ
の
た
び
に
発
見
が
あ

る
は
ず
」
と
重
森
さ
ん
は
強
調
す
る
。

　

著
名
な
作
庭
家
・
庭
園
研
究
家
で
あ
る

重
森
三み

れ
い玲

を
祖
父
に
も
つ
重
森
家
は
代
々

作
庭
に
携
わ
る
。
父
親
か
ら
よ
く
「
美
し

い
景
色
は
真
冬
に
わ
か
る
」
と
言
わ
れ
た

と
い
う
。
落
葉
し
、
花
も
咲
か
ず
、
何
も

（注 4）水琴窟

水音を楽しむため、庭園に仕掛けられた装置。手水鉢の排水口の下に、小さな穴を底に開
けた水瓶などを伏せて埋め、その中にたまった水に滴が落ちて、琴のような音が聞こえる。
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感
性
を
刺
激
す
る
「
滝
時
間
」

―
―
心
と
体
を
リ
セ
ッ
ト
し
て
、
生
き
る
力
を
取
り
戻
す

滝
マ
ニ
ア
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
4 

0 

0 

カ
所
以
上
の
滝
を
巡
り
、
滝

の
魅
力
を
伝
え
る
サ
イ
ト
の
運
営
や
、
滝
ツ
ア
ー
も
主
催
す
る
坂
﨑

絢
子
さ
ん
。
滝
マ
ニ
ア
な
ら
ぬ
「
滝
ガ
ー
ル
」
の
坂
﨑
さ
ん
は
「
滝

は
安
ら
ぎ
だ
け
で
な
く
、
明
日
へ
の
パ
ワ
ー
も
与
え
て
く
れ
る
存

在
」
と
言
う
。
編
集
部
も
滝
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
体
感
す
べ
く
、
坂
﨑

さ
ん
の
指
導
の
も
と
滝
巡
り
に
出
か
け
た
。

水による心の回復力　Scene3
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払沢の滝 ヴィッラ・デルピーノ

天狗滝

神戸岩

北秋川

湯久保沢

神戸川

水ノ戸沢

赤
井
沢

千
足
川

檜原中学校

檜原村役場

坂﨑絢子さんによる
「滝を鑑賞するときのヒント」

〈見る〉

・落ちる水の一粒を上から追いかけてみよう

・いろいろな角度から見てみよう

・流れのなかで気に入った部分を写真で切り取ってみよう

〈聴く〉

・耳に手を当てて音をよく聞いてみる

・滝の音を擬音化してみよう

・滝の音のほかに聞こえる音は？

〈想像する〉

・その滝を「人」にたとえるなら、どんな人？

・昔の人は、どんなふうに滝を見ていたのか？

・この滝の水はどこから来て、どこへ行く？

・時間が変わったら、季節が変わったら、この滝はどうなる？

滝
壺
に
落
ち
た
こ
と
で

目
覚
め
た
滝
の
魅
力

　

連
日
30
℃
超
え
の
夏
ま
っ
た
だ
な
か
、

「
滝
ガ
ー
ル
」
こ
と
坂
﨑
絢
子
さ
ん
の
案

内
で
、「
神か

の
と
い
わ

戸
岩
」「
天
狗
滝
」「
払ほ

っ
さ
わ沢

の
滝
」

と
い
う
、
東
京
・
檜
原
村
の
三
つ
の
滝
を

巡
っ
た
。
滝
の
そ
ば
は
別
世
界
の
涼
し
さ

で
、
靴
を
脱
い
で
水
に
入
る
と
全
身
が
ク

ー
ル
ダ
ウ
ン
し
、
暑
さ
も
吹
き
飛
ん
だ
。

　

こ
の
日
案
内
し
て
く
れ
た
坂
﨑
さ
ん
は
、

10
年
以
上
前
か
ら
滝
が
も
つ
「
安
ら
ぎ
」

の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
注
目
し
、
今
で
は
滝

の
魅
力
を
広
め
る
活
動
を
す
る
数
少
な
い

滝
マ
ニ
ア
だ
。
東
京
で
生
ま
れ
育
っ
た
坂

﨑
さ
ん
は
、
そ
れ
ま
で
自
然
と
ふ
れ
あ
う

機
会
が
少
な
か
っ
た
。
学
生
時
代
、
青
森

県
の
奥
入
瀬
で
滝
の
神
秘
に
魅
了
さ
れ
た

こ
と
が
、
滝
を
意
識
し
た
最
初
の
き
っ
か

け
。
そ
の
後
、
旅
先
の
長
崎
県
で
立
ち
寄

っ
た
滝
で
、
う
っ
か
り
足
を
滑
ら
せ
滝
壺

に
転
落
す
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
坂
﨑
さ
ん
の

「
滝
愛
」
を
完
成
さ
せ
た
。

「
想
像
以
上
に
い
い
滝
で
、
興
奮
し
て
足

を
滑
ら
せ
て
腰
ま
で
水
に
浸
か
っ
て
し
ま

っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
怖
い
と
い
う
よ
り

気
持
ち
よ
く
て
、
笑
い
が
止
ま
ら
な
く
な

り
ま
し
た
。
水
の
温
度
を
肌
で
感
じ
た
こ

と
で
滝
を
よ
り
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
た

気
が
し
て
、
そ
れ
以
来
、
滝
に
ハ
マ
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
」

　

以
来
、
全
国
の
滝
を
巡
っ
て
い
る
が
、

滝
マ
ニ
ア
の
な
か
で
も
坂
﨑
さ
ん
が
ユ
ニ

ー
ク
な
の
は
滝
で
の
過
ご
し
方
だ
。
滝
の

そ
ば
で
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
て
飲
ん
だ
り
、

誰
も
い
な
け
れ
ば
昼
寝
を
し
た
り
、
大
声

で
歌
っ
た
り
、
と
主
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
の
た

め
の
「
滝
時
間
」
を
過
ご
す
と
い
う
。

　

し
ば
ら
く
は
個
人
的
に
訪
れ
る
だ
け
だ

っ
た
が
、
一
人
で
楽
し
む
だ
け
で
な
く
、

滝
の
魅
力
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い

と
考
え
、
2 

0 

1 

3
年
（
平
成
25
）
に
滝
の

情
報
サ
イ
ト
「Takigirl -W

aterfall&
 

Peace-
」
を
立
ち
上
げ
た
。

滝
を
深
く
知
っ
て
ほ
し
い
。

初
心
者
の
た
め
の
滝
ツ
ア
ー

　

現
在
、
坂
﨑
さ
ん
は
「
滝
ガ
ー
ル
会
」

な
る
ツ
ア
ー
を
主
催
し
て
い
る
。
東
京
や

近
郊
エ
リ
ア
で
タ
イ
プ
の
異
な
る
お
す
す

め
の
滝
を
い
く
つ
か
案
内
し
な
が
ら
、
滝

を
深
く
味
わ
う
た
め
の
鑑
賞
方
法
も
ア
ド

バ
イ
ス
す
る
（
下
）。
参
加
者
は
20
〜
40
代

の
イ
ン
ド
ア
派
の
女
性
が
中
心
で
、
リ
ピ

ー
タ
ー
も
多
い
。

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
女
性
は
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

や
キ
ャ
ン
プ
を
求
め
ま
す
が
、
滝
巡
り
な

ら
ば
重
装
備
は
不
要
で
す
。
自
然
の
な
か

で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
た
い
と
思
っ
た
と
き

坂﨑 絢子 さん
さかざき あやこ

滝ガール

東京都生まれ。大学生のころから10年以上、日本
全国の滝巡りを続ける。卒業後は出版社でライター・
編集者として働く傍ら、週末は「滝ガール」として
活動。ウェブサイトや雑誌で情報発信するほか、都
会で暮らす女子向けに、滝ツアーや滝 yogaイベン
トなども開催。2015年8月末で出版社を退社。新
たなフィールドを求めて活動をスタートした。

右：岩肌をまるで滑るように水が流れ落ちる、落差 38mの天
狗滝。お弁当を広げ、のんびりくつろいでいるグループもいる

払沢の滝まではJR武蔵五日市駅から西東京バスを利用して約25分。「払沢の滝入口」バ
ス停で下車し、徒歩で約 15分。バスは本数が少ないので要注意　
国土地理院基盤地図情報「東京都」及び、国土交通省国土数値情報「河川データ（平成 20年）」より編集
部で作図。この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承
認番号　平 27情使、 第 514号）
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に
〈
こ
れ
な
ら
私
で
も
行
け
る
か
も
〉
と

思
え
る
手
軽
さ
が
、
比
較
的
イ
ン
ド
ア
な

女
性
の
興
味
を
引
く
の
で
し
ょ
う
」

　

実
際
に
駐
車
場
か
ら
少
し
森
の
な
か
を

歩
け
ば
、
迫
力
あ
る
滝
に
出
合
え
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
ツ
ア
ー
に
は
女
性
の
ア

ン
テ
ナ
を
刺
激
す
る
ポ
イ
ン
ト
が
も
う
一

つ
あ
る
。
地
元
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
ラ
ン

チ
や
滝
前
で
の
ヨ
ガ
、
温
泉
に
立
ち
寄
る

な
ど
、
滝
を
見
る
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い

「
滝
＋
○
○
」
の
要
素
が
必
ず
用
意
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
日
、
坂
﨑
さ
ん
が
昼
食
場

所
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
檜
原
村
の
地
野

菜
を
使
っ
た
イ
タ
リ
ア
家
庭
料
理
が
味
わ

え
る
「
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
デ
ル
ピ
ー
ノ
」。

山
々
の
パ
ノ
ラ
マ
を
見
渡
し
な
が
ら
味
わ

う
本
格
的
な
イ
タ
リ
ア
ン
が
、
滝
巡
り
を

い
っ
そ
う
楽
し
い
も
の
に
し
て
く
れ
た
。

　

こ
う
し
た
二
本
立
て
の
楽
し
み
も
ま
た
、

リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
理
由
な
の
だ
ろ
う
。

滝
は
感
性
を
刺
激
し

五
感
を
開
い
て
く
れ
る

　

ツ
ア
ー
で
実
際
に
滝
を
見
て
「
心
が
休

ま
っ
た
」
な
ど
の
感
想
を
も
つ
女
性
は
多

い
そ
う
だ
が
、
そ
の
効
果
を
十
分
に
受
け

取
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。「
安
ら

ぎ
」
に
適
し
た
滝
の
条
件
を
聞
い
た
。

「
ま
ず
日
当
た
り
が
よ
く
、
滝
の
前
に
ゆ

っ
た
り
く
つ
ろ
げ
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
こ

と
で
す
。
私
は
観
光
地
化
さ
れ
す
ぎ
て
い

な
い
滝
の
方
が
好
み
で
す
ね
。
さ
ら
に
落

差
が
20 

m
以
上
あ
る
と
感
動
が
大
き
い
で

す
し
、
水
量
の
多
い
滝
な
ら
し
ぶ
き
を
浴

び
る
こ
と
も
で
き
ま
す
」

　

ま
た
、
滝
を
鑑
賞
す
る
際
に
重
視
す
る

の
が
、「
滞
在
時
間
」
と
「
自
分
な
り
の
感

動
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
る
こ
と
」。
滝
に

は
、
最
低
で
も
30
分
は
滞
在
し
て
ほ
し
い

と
坂
﨑
さ
ん
は
言
う
。

「
写
真
を
撮
っ
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
せ

っ
か
く
な
ら
滝
の
も
つ
個
性
を
感
じ
て
ほ

し
い
で
す
。
苔
や
岩
の
感
じ
や
滝
の
音
、

流
れ
の
な
か
で
好
き
な
部
分
を
探
す
な
ど
、

自
分
な
り
の
感
動
ポ
イ
ン
ト
を
探
し
て
く

だ
さ
い
。
思
い
を
巡
ら
せ
る
う
ち
に
ア
ン

テ
ナ
が
立
ち
は
じ
め
、
滝
の
細
か
な
変
化

が
わ
か
っ
た
り
、
自
分
の
感
覚
が
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
す
」

　

こ
れ
を
「
五
感
が
開
か
れ
る
感
覚
」
と

坂
﨑
さ
ん
は
表
現
す
る
。
さ
っ
そ
く
両
耳

に
手
を
あ
て
て
滝
の
音
に
耳
を
澄
ま
せ
る

と
い
う
、
坂
﨑
さ
ん
お
す
す
め
の
楽
し
み

方
を
実
践
し
て
み
る
。
す
る
と
、
そ
れ
ま

で
聞
こ
え
て
い
た
鳥
の
さ
え
ず
り
や
セ
ミ

の
声
が
一
瞬
に
し
て
遠
の
き
、
滝
の
音
だ

け
が
く
っ
き
り
と
聞
こ
え
た
。

「
滝
の
発
す
る
マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン
が
浄
化

作
用
を
促
す
な
ど
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、

1 東京都の天然記念物にも
指定されている「神戸岩」。
長さ60mの峡谷で、小規模
な滝が連続している。鎖場な
どもあり冒険気分を味わえる
2・3 昼食をとった「ヴィッ
ラ・デルピーノ」。檜原村の
地野菜を使ったイタリア家
庭料理は美味　
4 「天狗滝」に向かう山道。
多少険しい箇所もあるが、
30分ほど歩くと天然クーラ
ーの別世界に

1

2

3

4
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Scene3　水による心の回復力

少
し
ざ
っ
く
り
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
目
で

見
て
感
動
ポ
イ
ン
ト
を
探
す
、
滝
の
音
に

耳
を
傾
け
る
、
足
で
冷
た
さ
を
感
じ
て
み

る
な
ど
、
能
動
的
に
自
分
の
感
性
に
働
き

か
け
る
こ
と
で
、
安
ら
ぎ
を
実
感
し
て
ほ

し
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
」

　

し
ば
ら
く
耳
に
手
を
あ
て
て
滝
の
音
を

聞
い
て
い
る
と
、
心
と
体
が
自
然
の
リ
ズ

ム
に
溶
け
込
ん
で
い
く
よ
う
な
、
心
地
よ

く
も
不
思
議
な
感
覚
に
な
っ
た
。

な
ぜ
、
滝
を
見
る
と

元
気
に
な
れ
る
の
か

　

坂
﨑
さ
ん
は
、
滝
ガ
ー
ル
会
の
参
加
者

か
ら
印
象
的
な
感
想
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。
普
段
の
旅
行
で
は
「
明
日
か
ら
会
社

か
…
」
と
憂
鬱
に
な
る
の
に
、
滝
を
見
た

後
は
や
る
気
に
満
ち
て
い
て
、「
早
く
仕
事

が
し
た
い
！
」
と
言
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

「
滝
の
前
で
は
、
ゆ
っ
た
り
と
心
安
ら
ぐ

感
覚
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
も
ら
い
活
力
が
み
な
ぎ
る
感
覚
も

た
し
か
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ド
ド
ド

ド
と
勢
い
よ
く
流
れ
る
滝
の
前
で
は
、
喝

を
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
」

　

滝
の
何
が
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
呼
び
起

こ
す
の
だ
ろ
う
。

　

水
に
は
、
雨
が
降
っ
て
川
に
な
り
、
途

中
に
滝
や
湖
が
あ
り
、
海
に
流
れ
て
雲
に

な
る
と
い
う
一
連
の
物
語
（
サ
イ
ク
ル
）
が

あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
水
が
落
下
す
る

滝
は
、
水
自
身
が
も
っ
と
も
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
発
す
る
瞬
間
だ
。
歌
で
い
う
「
サ
ビ
」

の
部
分
だ
と
坂
﨑
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

「
滝
に
近
づ
く
ほ
ど
に
元
気
に
な
る
感
覚

は
あ
り
ま
す
。
人
間
の
体
の
7
割
が
水
と

考
え
る
と
、
も
っ
と
も
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ

な
状
態
の
水
に
触
れ
る
の
で
、
そ
の
パ
ワ

ー
を
も
ら
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

　

動
き
や
音
が
あ
り
、
水
の
個
性
が
際
立

つ
滝
は
芸
術
的
と
も
い
え
る
。「
滝
の
前
で

は
不
思
議
と
一
人
で
過
ご
す
方
が
多
く
、

皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
が

違
っ
て
本
当
に
興
味
深
い
で
す
。
滝
を
深

く
知
る
こ
と
で
、
自
然
や
歴
史
の
こ
と
を

考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
り
、
自
分
自

身
が
す
っ
き
り
す
る
こ
と
で
悩
み
が
和
ら

い
だ
り
、
滝
を
ツ
ー
ル
に
、
何
か
新
し
い

発
見
に
つ
な
げ
て
も
ら
え
る
と
う
れ
し
い

で
す
」
と
坂
﨑
さ
ん
は
話
し
て
く
れ
た
。

　

最
後
に
訪
れ
た
「
払
沢
の
滝
」
で
は
、

ゴ
ー
ゴ
ー
と
水
音
を
あ
げ
る
滝
の
前
に
30

分
ほ
ど
滞
在
し
た
が
、
何
時
間
で
も
い
ら

れ
る
気
が
し
た
。
心
と
体
を
リ
セ
ッ
ト
し

た
い
、
最
近
自
然
に
触
れ
て
い
な
い
と
思

う
人
は
、
ぜ
ひ
滝
の
パ
ワ
ー
を
感
じ
に
出

か
け
て
み
て
ほ
し
い
。「
滝
時
間
」
が
思
わ

ぬ
発
見
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
2 

0 

1        

5
年
8
月
4
日
取
材
）

5 両耳に手を添えて、滝と反対側を向く。坂﨑さんおすすめの音の楽しみ方
6 清冽な滝壺の水をすくう。滝の楽しみ方はさまざまだ
7 日本の滝百選にも選ばれている「払沢の滝」。深い滝壺には大蛇が棲んでいたとの伝説があ
る。坂﨑さんは滝をきれいに撮りたくてデジタル一眼レフカメラを購入した

5

67
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「
御
舟
か
も
め
」
ク
ル
ー
ズ
に
見
る

〈
都
市
の
川
面
〉の
魅
力

大
阪
の
水
辺
の
新
し
い
活
用
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
「
御お

ふ
ね舟

か
も
め
」。
乗
客

10
人
ほ
ど
の
小
舟
で
大
阪
の
河
川
を
巡
り
、
着
実
に
フ
ァ
ン
を
増
や
し
て
い
る
。

乗
り
合
わ
せ
た
人
た
ち
は
互
い
に
写
真
を
撮
り
合
い
、
食
べ
物
を
分
け
合
う
と

い
っ
た
交
流
が
日
常
的
に
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
実
際
に
編
集
部
は
「
御
舟

か
も
め
」
に
乗
っ
て
み
た
。
す
る
と
、
水
面
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
低
い
目
線
か

ら
は
、〈
都
市
の
川
面
〉
の
魅
力
が
見
え
て
き
た
。

水による心の回復力　Scene4

1 「御舟かもめ」のオーナー・船長の中野弘巳さん。運航中も絶えず
見どころを教えてくれる　2 「朝ごはんクルーズ」で提供された朝食
セット。食材にこだわり、メニューはそのときどきで見直す

12



「御舟かもめ」クルーズに見る〈都市の川面〉の魅力25

川
面
か
ら
見
る
景
色
で

大
阪
が
好
き
に
な
っ
た

　

天て
ん
ま
ば
し

満
橋
駅
そ
ば
の
八は

ち
け
ん
や
は
ま

軒
家
浜
船
着
場
か

ら
定
員
10
名
の
小
さ
な
舟
に
乗
り
、
旧
淀

川
へ
。
中
之
島
や
道
頓
堀
を
川
面
か
ら
眺

め
る
「
御
舟
か
も
め
」
ク
ル
ー
ズ
だ
。

　

橋
を
く
ぐ
り
抜
け
、
ビ
ル
の
陰
か
ら
顔

を
覗
か
せ
る
大
阪
城
を
望
み
、
川
の
上
を

走
る
高
速
道
路
の
橋
梁
を
仰
ぎ
見
る
。
ボ

ラ
が
跳
ね
、
鵜
が
魚
を
く
わ
え
て
い
た
。

　

川
面
か
ら
は
都
市
の
知
ら
な
い
顔
が
見

え
る
。
年
2
回
は
「
御
舟
か
も
め
」
に
乗

る
と
い
う
大
阪
市
内
で
働
く
木
村
久
美
子

さ
ん
は
「
風
や
揺
れ
、
匂
い
や
水
し
ぶ
き
。

か
も
め
さ
ん
に
ペ
タ
ッ
と
座
れ
ば
体
全
体

で
川
を
感
じ
ら
れ
ま
す
。
い
つ
も
は
何
と

も
思
わ
な
い
景
色
が
、
川
面
か
ら
見
る
と

な
ん
て
カ
ッ
コ
い
い
！ 

と
目
か
ら
ウ
ロ

コ
。
大
阪
が
好
き
に
な
る
き
っ
か
け
で
し

た
」
と
話
す
。

　

乗
り
合
い
ク
ル
ー
ズ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

4
種
類
。
全
制
覇
し
た
木
村
さ
ん
に
よ
れ

ば
、
初
め
て
遠
来
の
客
を
誘
う
な
ら
夜
の

「
バ
ー
ク
ル
ー
ズ
」、
二
度
目
に
は
「
朝
ご

は
ん
ク
ル
ー
ズ
」、
友
人
と
気
軽
に
な
ら

「
カ
フ
ェ
ク
ル
ー
ズ
」、
一
人
だ
と
川
幅
も

景
色
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
る
巨
大
構
造
物
鑑

賞
の
「
ド
ボ
ク
ク
ル
ー
ズ
」
が
お
す
す
め
。

　

曜
日
を
問
わ
ず
運
航
の
貸
切
ク
ル
ー
ズ

は
誕
生
日
会
、
句
会
、
写
真
教
室
な
ど
に

利
用
さ
れ
る
。「
結
婚
前
の
両
家
の
顔
合
わ

せ
に
も
」（
オ
ー
ナ
ー
・
船
長
の
中
野
弘
巳
﹇
ひ
ろ

み
﹈
さ
ん
）
使
わ
れ
た
。
移
り
ゆ
く
珍
し
い

景
色
に
話
題
は
事
欠
か
ず
、
初
対
面
の
気

詰
ま
り
も
川
面
を
渡
る
風
に
吹
き
流
さ
れ

る
。

新
規
就
航
に
お
け
る

参
入
事
情

　

屋
形
船
や
大
型
遊
覧
船
に
は
な
い
小
舟

の
よ
さ
は
、
水
に
近
い
こ
と
と
目
線
の
高

さ
が
水
面
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
こ
と
。

編
集
部
が
乗
船
し
た
の
は
30
℃
を
超
え
る

真
夏
日
だ
っ
た
が
、
川
風
が
頬
を
な
で
る

と
体
感
温
度
は
下
が
る
。
出
航
時
は
日
除

け
窓
の
キ
ャ
ビ
ン
に
い
た
カ
ッ
プ
ル
も
、

し
ば
ら
く
す
る
と
、
よ
り
水
に
近
い
ウ
ッ

ド
デ
ッ
キ
に
出
て
川
を
楽
し
ん
だ
。
二
人

は
東
京
の
大
学
生
で
、
女
性
は
高
校
ま
で

は
大
阪
育
ち
。「
大
阪
の
街
が
こ
ん
な
ふ
う

に
見
え
る
な
ん
て
！
」
と
驚
き
を
隠
さ
な

か
っ
た
。「
今
日
は
ど
ち
ら
か
ら
？
」「
東

京
か
ら
で
す
。
取
材
中
な
ん
で
す
よ
」
と

和
や
か
に
話
が
弾
む
。
ま
さ
に
〈
同
じ
舟

に
乗
り
合
わ
せ
た
者
同
士
〉。
こ
れ
も
ま

た
小
舟
な
ら
で
は
の
醍
醐
味
だ
。

　

12
名
以
下
の
定
員
の
小
型
船
な
ら
、
海

上
交
通
法
で
は
「
内
航
不
定
期
航
路
事
業

者
」
の
届
出
だ
け
で
営
業
で
き
る
。
船
舶

免
許
は
4
〜
5
日
あ
れ
ば
取
れ
る
。
だ
が
、

川
は
慣
習
や
慣
例
が
幅
を
利
か
す
世
界
。

新
規
就
航
の
小
型
船
は
肩
身
が
狭
い
。
停

泊
場
所
も
ま
ま
な
ら
ず
、
暗
黙
の
ル
ー
ル

を
知
ら
な
い
と
厄
介
者
扱
い
さ
れ
る
。

「
法
律
上
の
規
定
に
限
れ
ば
始
め
や
す
い

商
売
で
す
が
、
見
え
な
い
障
壁
が
全
国
共

3 「朝ごはんクルーズ」で乗り合わせた大学生カップル。決して大
きくはない舟、そして床に座るという「御舟かもめ」特有のスタイ
ルを楽しんでいた

3

八軒家浜船着場の前でUターン
する「御舟かもめ」
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「
水
」
を
活
か
し
た
リ
ゾ
ー
ト
戦
略

―
―
し
こ
つ
湖
鶴
雅
リ
ゾ
ー
ト
ス
パ 

水
の
謌
の
「
競
争
し
な
い
個
性
」 も

地
道
な
工
夫
を
重
ね
て
い
る
。

　

折
り
畳
み
自
転
車
を
携
え
て
来
る
人
も
。

「
愛
車
も
か
も
め
に
乗
せ
て
や
り
た
い
」

の
だ
と
か
。
観
光
遊
覧
と
は
少
し
違
う
、

ふ
ら
っ
と
散
歩
の
つ
い
で
や
、
ピ
ク
ニ
ッ

ク
の
一
行
程
と
し
て
舟
に
乗
り
川
を
行
く
。

そ
ん
な
楽
し
み
方
が
あ
っ
て
い
い
。

　

御
舟
か
も
め
リ
ピ
ー
タ
ー
の
木
村
さ
ん

は
川
面
の
魅
力
を
「
都
会
の
隙
間
で
旅
行

気
分
に
な
れ
る
と
こ
ろ
」
と
話
す
。
せ
わ

し
な
い
日
々
を
、
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
忘
れ

さ
せ
て
く
れ
る
、
都
市
に
ぽ
っ
か
り
開
い

た
異
界
。
そ
こ
か
ら
街
の
知
ら
な
か
っ
た

顔
が
見
え
る
御
舟
か
も
め
。
家
庭
的
な
雰

囲
気
の
な
か
旅
行
気
分
ま
で
味
わ
え
る
こ

の
よ
う
な
取
り
組
み
が
全
国
に
広
が
る
と
、

水
辺
と
の
つ
き
合
い
方
も
豊
か
に
な
る
に

ち
が
い
な
い
。

　
（
2 

0 

1        

5
年
7
月
31
日
〜
8
月
1
日
取
材
）

通
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
船
着
場
の
運
用

ル
ー
ル
一
つ
と
っ
て
も
定
期
就
航
の
大
型

船
が
中
心
で
す
」
と
中
野
さ
ん
。
ス
ケ
ー

ル
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
の
で
採
算
面
で
も
厳

し
い
。
小
型
船
で
営
業
と
な
る
と
、
高
価

に
設
定
し
た
貸
切
ク
ル
ー
ズ
に
特
化
す
る

業
者
が
多
く
、「
御
舟
か
も
め
」
の
よ
う
に

値
頃
（
大
人
2 

1 

0 

0
円
〜
4 

2 

0 

0
円
）
な
乗

り
合
い
ク
ル
ー
ズ
を
続
け
る
の
は
、
な
か

な
か
大
変
だ
。「
い
つ
ま
で
道
楽
し
て
る
ん

だ
、
と
実
家
か
ら
言
わ
れ
て
ま
す
」
と
中

野
さ
ん
は
苦
笑
す
る
。

Scene4　水による心の回復力

（注）輪中

集落や耕地を洪水から守るため、周囲を堤防で囲んだ地域。また、それを守るための水防
共同体を有する村落組織を指す。木曽川・長良川・揖斐川の下流域のものが有名だが、水
害が減って必要性が低くなり、また道路の新設などによって今はあまり残っていない。

　

し
か
し
、
N 

H 

K
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
い

う
安
定
し
た
職
を
捨
て
て
ま
で
こ
の
道
を

選
ん
だ
だ
け
に
、
川
へ
の
思
い
は
強
い
。

「
浮
か
ぶ
だ
け
で
楽
し
い
か
ら

川
へ
出
て
み
ま
せ
ん
か
」

　

三
重
県
桑
名
市
に
生
ま
れ
、
木
曽
三
川

の
輪わ

じ
ゅ
う中

（
注
）
地
帯
で
子
ど
も
の
こ
ろ
か

ら
川
に
親
し
ん
で
い
た
中
野
さ
ん
は
初
任

地
の
大
阪
で
も
寝
屋
川
沿
い
に
居
を
構
え

た
。
た
ま
た
ま
同
じ
マ
ン
シ
ョ
ン
に
、
学

生
時
代
か
ら
知
っ
て
い
た
N 

P 

O
法
人

「
水
辺
の
ま
ち
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の

メ
ン
バ
ー
で
、
建
築
設
計
事
務
所
で
働
く

傍
ら
金
曜
日
の
夜
だ
け
4
人
乗
り
の
小
さ

な
水
上
タ
ク
シ
ー
を
操
縦
す
る
吉
崎
か
お

り
さ
ん
が
住
ん
で
い
た
。
2
人
は
2 

0 

0 

7
年
（
平
成
19
）
に
結
婚
す
る
。

　

出
産
を
機
に
吉
崎
さ
ん
は
舟
を
手
放
し

た
。
一
方
で
中
野
さ
ん
は
「
テ
レ
ビ
の
仕

事
は
楽
し
い
が
、
傍
観
す
る
取
材
者
よ
り

も
現
場
を
動
か
す
身
の
丈
に
合
っ
た
生
業

に
就
き
た
い
」
と
の
思
い
が
募
る
。
折
し

も
大
阪
は
〈
水
都
〉
の
看
板
を
掲
げ
、
川

床
を
活
用
し
た
店
舗
運
営
の
規
制
緩
和
な

ど
で
水
辺
の
活
性
化
を
図
り
つ
つ
あ
っ
た
。

「
せ
っ
か
く
の
機
会
な
の
に
小
舟
は
使
い

に
く
い
ま
ま
。
本
気
で
商
売
す
る
人
間
が

現
れ
た
ら
蟻
の
一
穴
に
な
る
、
と
青
臭
い

こ
と
を
考
え
て
」
2 

0 

0 

9
年
に
職
を
辞

し
開
業
。
船
の
業
界
事
情
を
よ
く
知
る
妻

も
「
愚
痴
を
こ
ぼ
し
な
が
ら
働
く
よ
り
も
、

好
き
な
こ
と
を
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
背

中
を
押
し
た
。

　

退
職
金
と
貯
蓄
を
元
手
に
、
熊
本
で
真

珠
養
殖
に
使
っ
て
い
た
船
を
「
外
車
一
台

分
く
ら
い
」
の
投
資
で
入
手
改
造
し
た
。

　

始
め
た
当
初
、
客
足
は
さ
っ
ぱ
り
伸
び

ず
、
勝
手
も
わ
か
ら
ず
、
他
の
船
か
ら
よ

く
叱
ら
れ
て
い
た
が
、
1
年
も
経
つ
と
顔

な
じ
み
に
な
り
「
に
い
ち
ゃ
ん
、
こ
う
や

で
」
と
助
言
を
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

よ
う
や
く
軌
道
に
乗
っ
て
き
た
の
は
こ

こ
2
〜
3
年
。
昨
年
は
初
年
度
の
倍
以
上

の
3 

3 

0 

0
人
が
乗
船
し
た
。
ス
タ
ッ
フ

は
夫
婦
2
人
と
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
リ
リ
ー

フ
で
船
長
を
務
め
る
3
人
の
計
5
人
。
手

元
に
資
金
が
残
ら
ず
「
ま
だ
2
隻
目
ま
で

手
が
回
ら
な
い
状
況
。
あ
と
1 

0 

0 

0
人

は
乗
船
客
を
増
や
し
た
い
」
と
話
す
。

　

ボ
ー
ト
や
カ
ヌ
ー
、
釣
り
な
ど
、
ア
ウ

ト
ド
ア
ス
ポ
ー
ツ
を
趣
味
と
す
る
人
の
た

め
だ
け
に
川
は
あ
る
の
で
は
な
い
。
中
野

さ
ん
の
口
か
ら
そ
ん
な
言
葉
も
聞
け
た
。

　

ぷ
か
ぷ
か
浮
か
ん
で
い
る
だ
け
で
気
持

ち
い
い
か
ら
、
試
し
に
川
へ
出
て
み
ま
せ

ん
か
。
そ
う
し
た
誘
い
に
共
感
す
る
来
客

が
多
そ
う
な
個
人
店
舗
を
選
ん
で
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
置
い
て
も
ら
う
な
ど
、
P 
R
に

堂島川に架かる1929年（昭和 4）竣工の「水晶橋」。
こうした構造物を巡るのも楽しみの一つ

道頓堀をゆっくり進む。地上から見るのと水面からの光景はかなり違う
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「
水
」
を
活
か
し
た
リ
ゾ
ー
ト
戦
略

―
―
し
こ
つ
湖
鶴
雅
リ
ゾ
ー
ト
ス
パ 
水
の
謌
の
「
競
争
し
な
い
個
性
」

北
の
大
地
に
「
水
」
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
が
あ
る
。
支し

こ
つ
こ

笏
湖

の
畔ほ

と
りに

建
つ
「
し
こ
つ
湖
鶴
雅
リ
ゾ
ー
ト
ス
パ 

水
の
謌う

た

」
だ
。
夏
期
は
ほ
ぼ
満
員

の
状
態
が
続
く
と
い
う
。「
水
」
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て

「
水
空
間
」
を
い
か
に
設
計
し
て
い
る
の
か
。
宿
泊
客
を
も
て
な
す
ホ
ス
ピ
タ
リ

テ
ィ
も
含
め
て
伺
っ
た
。

水による心の回復力　Scene5

ウェルカムラウンジと客室ラウンジをつなぐ通路
にある水の回廊「謌の道」。ライトアップによっ
て幻想的な水空間が表現されている
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静
謐
な
雰
囲
気
の
な
か
、

「
水
琴
窟
」
が
お
出
迎
え

　

北
海
道
の
空
の
玄
関
口
・
新
千
歳
空
港

か
ら
車
で
お
よ
そ
40
分
。
木
立
の
な
か
を

抜
け
る
と
レ
ス
ト
ラ
ン
や
土
産
物
販
売
店
、

観
光
客
用
の
広
い
駐
車
場
な
ど
の
一
角
に

出
る
。「
し
こ
つ
湖
鶴
雅
リ
ゾ
ー
ト
ス
パ 

水
の
謌
」（
以
下
、
水
の
謌
）
は
、
そ
の
裏
手

の
森
の
な
か
に
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
た
。

　

玄
関
に
車
を
停
め
る
と
、
出
迎
え
た
ス

タ
ッ
フ
に
キ
ー
を
預
け
て
宿
泊
客
は
そ
の

ま
ま
館
内
へ
。
車
は
ス
タ
ッ
フ
が
駐
車
場

ま
で
運
び
、
出
発
時
も
玄
関
ま
で
回
送
す

る
、
国
内
で
は
珍
し
い
「
バ
レ
ー
サ
ー
ビ

ス
」
だ
。

　

そ
の
名
を
体
現
す
る
が
ご
と
く
、
玄
関

か
ら
ウ
ェ
ル
カ
ム
ラ
ウ
ン
ジ
を
囲
む
よ
う

に
水
路
が
配
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ル
カ
ム

ラ
ウ
ン
ジ
の
中
央
に
は
、
支
笏
湖
を
生
み

出
し
た
恵え

に
わ
だ
け

庭
岳
や
風ふ

っ
ぷ
し
だ
け

不
死
岳
な
ど
の
火
山

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
水す

い
き
ん
く
つ

琴
窟
が
あ
る
。

　

ウ
ェ
ル
カ
ム
ラ
ウ
ン
ジ
と
客
室
ラ
ウ
ン

ジ
を
つ
な
ぐ
通
路
沿
い
に
も
、
ゆ
る
や
か

な
曲
線
を
描
く
水
の
回
廊
「
謌
の
道
」
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
支
笏
湖
か
ら
流
れ
出

る
千
歳
川
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
、
歩

い
て
客
室
ラ
ウ
ン
ジ
へ
向
か
う
と
「
コ
ロ

コ
ロ
コ
ロ
…
…
」
と
い
う
優
し
い
音
色
が

聴
こ
え
る
。
水
琴
窟
の
奏
で
る
音
を
マ
イ

ク
で
拾
っ
て
、
ス
ピ
ー
カ
ー
を
通
じ
て
流

し
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
水
の
謌
は
「
水
」
に
焦

点
を
絞
っ
た
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
で
あ
る
。

競
争
し
な
い
た
め
に

個
性
を
備
え
る

　

道
東
を
中
心
に
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
や
レ

ス
ト
ラ
ン
な
ど
を
手
が
け
る
鶴
雅
グ
ル
ー

プ
は
今
年
、
創
業
60
周
年
を
迎
え
た
。
温

泉
旅
館
と
し
て
開
業
し
た
と
き
ま
で
遡
る

と
、
そ
の
歴
史
は
1 

0 

0
年
に
及
ぶ
。
今
、

グ
ル
ー
プ
を
率
い
る
大
西
雅
之
氏
（
株
式

会
社
阿
寒
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
代
表
取
締
役
社
長
）
は

1 

9 

8 

9
年
（
平
成
元
）
に
父
・
正
昭
氏
か

ら
引
き
継
い
だ
。
そ
の
2
年
前
か
ら
大
手

旅
行
代
理
店
か
ら
「
送
客
停
止
」
の
通
告

を
受
け
る
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ
た
も
の

の
、
団
体
周
遊
型
観
光
か
ら
個
人
滞
在
型

観
光
へ
の
切
り
替
え
を
進
め
、
苦
境
を
乗

り
越
え
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

水
の
謌
は
、
2 

0 

0 

8
年
（
平
成
20
）
に

支
笏
湖
観
光
ホ
テ
ル
を
買
収
・
改
修
し
て

翌
年
5
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
岡
田
正
巳

副
支
配
人
に
よ
る
と
、
大
西
氏
は
以
前
か

ら
摩
周
湖
や
バ
イ
カ
ル
湖
に
も
匹
敵
す
る

透
明
度
の
支
笏
湖
に
関
心
を
抱
い
て
い
た

そ
う
だ
。

「
大
西
は
『
ホ
テ
ル
旅
館
業
の
最
大
の
使

命
は
お
客
さ
ま
の
癒
し
だ
』
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、『
人
間
の
体
の
70
％
は
水

で
あ
る
』
と
常
々
『
水
の
大
切
さ
』
を
従

業
員
に
説
い
て
い
ま
す
」

　

水
の
謌
の
空
間
設
計
・
デ
ザ
イ
ン
を
外

部
に
発
注
す
る
際
、
大
西
氏
は
「
水
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
ほ
し
い
」
と
要
望
。「
水
の
癒

し
力
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
今
の
ス
タ
イ
ル

に
な
っ
た
。

　

鶴
雅
グ
ル
ー
プ
は
、
ほ
か
に
も
「
森
を

歩
く
、
森
を
感
じ
る
」
を
テ
ー
マ
と
す
る

「
定じ

ょ
う
ざ
ん
け
い

山
渓
鶴
雅
リ
ゾ
ー
ト
ス
パ 

森
の
謌
」

を
2 

0 

1 

0
年
（
平
成
22
）
8
月
に
開
業
。

来
年
は
庭
園
造
景
を
前
面
に
打
ち
出
し
た

ホ
テ
ル
も
オ
ー
プ
ン
す
る
。

　

こ
う
し
た
独
自
性
を
も
た
せ
る
背
景
に

は
、
経
営
理
念
の
一
つ
に
掲
げ
る
「
競
争

し
な
い
個
性
を
も
つ
こ
と
」
が
あ
る
。

「
水
」
を
軸
と
す
る

五
感
へ
の
働
き
か
け

　

で
は
、
水
の
謌
で
は
「
水
の
癒
し
力
」

を
個
性
と
す
る
た
め
に
何
を
設
計
し
て
い

る
の
か
。
視
覚
、
聴
覚
、
触
覚
、
味
覚
、

嗅
覚
の
五
感
で
見
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

　

視
覚
は
先
に
述
べ
た
水
の
回
廊
だ
ろ
う
。

水
琴
窟
は
言
う
ま
で
も
な
く
聴
覚
に
訴
え

る
も
の
。
触
覚
は
、
中
庭
に
設
け
た
足
湯

が
挙
げ
ら
れ
る
。
足
湯
は
、
宿
泊
客
だ
け

1 ウェルカムラウンジにある水琴窟。奏でる音は客室ラウンジに向かう通路で聴ける
2 しこつ湖鶴雅リゾートスパ 水の謌の副支配人を務める岡田正巳さん。大手ホテル
チェーンで勤務していた経験も活かして陣頭指揮をとる
3 中庭にある足湯「草 （々そうそう）の湯」で楽しそうに語らっていた女性たち。も
とは職場の同僚で、久しぶりに集まったそう

1

23
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で
な
く
、
日
帰
り
・
デ
イ
ユ
ー
ス
プ
ラ
ン

の
利
用
客
も
気
軽
に
楽
し
め
る
。

　

味
覚
は
、
約
30
種
類
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ

ー
タ
ー
が
楽
し
め
る
ア
ク
ア
バ
ー
だ
。
ア

ク
ア
バ
ー
は
約
30
種
類
の
枕
を
貸
し
出
す

ピ
ロ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
併
設
し
て
い
る
。
そ

れ
は
眠
る
前
、
そ
し
て
目
覚
め
の
と
き
、

水
を
飲
む
こ
と
で
体
内
か
ら
健
康
に
な
っ

て
も
ら
お
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
。
岡
田

氏
は
「
国
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
イ
タ

リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
海
外
か
ら
も
仕

入
れ
て
展
示
・
販
売
し
て
い
ま
す
」
と
明

か
す
。

　

嗅
覚
は
、
ウ
ェ
ル
カ
ム
ラ
ウ
ン
ジ
周
辺

で
ほ
の
か
に
漂
う
水
の
匂
い
。
こ
の
よ
う

に
、
五
感
か
ら
「
水
の
癒
し
力
」
を
設
計

し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
水
の
謌
は
ホ
テ
ル
と
し
て
は
珍

Scene5　水による心の回復力

し
い
「
素
足
で
過
ご
す
」
ス
タ
イ
ル
。
も

と
も
と
外
国
人
観
光
客
に
日
本
文
化
を
体

験
し
て
ほ
し
い
と
の
コ
ン
セ
プ
ト
だ
っ
た

が
、
日
本
人
に
も
好
評
だ
。「
ご
自
宅
に
い

る
よ
う
な
く
つ
ろ
ぎ
を
」（
岡
田
氏
）
と
の

思
い
か
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
作さ

む

え
務
衣
も
用
意
。

宿
泊
客
の
お
よ
そ
9
割
が
作
務
衣
で
散
策

す
る
。
靴
を
脱
い
で
素
足
で
歩
き
、
体
を

締
め
つ
け
な
い
衣
を
ま
と
う
。
そ
う
し
た

仕
掛
け
か
ら
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
空
間
を
提
供

し
て
い
る
。

　

一
方
、
鶴
雅
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
で
気
を
配
っ
て
い
る
の
は

「
痒
い
と
こ
ろ
」
に
手
が
届
く
接
客
。

「
例
え
ば
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
の
際
に
、
開
催

中
の
お
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
、
見
ど
こ
ろ
な

ど
、
地
域
の
情
報
を
お
伝
え
す
る
と
い
っ

た
気
遣
い
で
す
ね
」
と
岡
田
氏
。
さ
ら
に
、

居
住
地
や
家
族
構
成
、
来
訪
の
目
的
な
ど

宿
泊
客
の
情
報
を
詳
し
く
記
し
た
名
簿
を

毎
日
つ
く
り
、
前
日
の
夕
方
に
は
全
従
業

員
に
配
布
し
て
い
る
。
名
簿
作
成
の
専
属

者
が
い
る
ほ
ど
の
徹
底
ぶ
り
だ
。

大
自
然
の
な
か
で

引
き
出
さ
れ
る
も
の

　

支
笏
湖
は
国
立
公
園
に
あ
り
、
勝
手
に

木
を
伐
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、

部
屋
か
ら
湖
面
は
見
え
な
い
が
、
ほ
ん
の

少
し
歩
け
ば
畔
に
出
ら
れ
る
。
宿
泊
客
は

日
中
、
主
に
ゴ
ル
フ
と
ア
ウ
ト
ド
ア
ス
ポ

ー
ツ
を
楽
し
む
の
で
、
水
の
謌
は
季
刊
広

報
紙
『M

izu
no U

ta PR
ESS

』
を
発
行

し
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
へ
の
誘
導
も
行
な

う
。
カ
ヌ
ー
や
釣
り
は
も
ち
ろ
ん
、
支
笏

湖
は
透
明
度
が
高
い
の
で
淡
水
湖
に
も
か

か
わ
ら
ず
ダ
イ
ビ
ン
グ
や
シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ

ン
グ
が
楽
し
め
る
。
館
内
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
滞
在
中
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ま
で

一
貫
し
て
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
と
す
る
の

が
水
の
謌
の
リ
ゾ
ー
ト
戦
略
な
の
だ
。

　

編
集
部
は
、
夜
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
待

つ
間
、
夕
闇
迫
る
湖
畔
に
出
た
。
カ
ヌ
ー

を
借
り
て
湖
水
に
漕
ぎ
出
す
。
一
人
で
浮

か
ん
で
い
る
と
、
空
と
大
地
の
広
さ
を
感

じ
る
。
自
分
が
水
に
溶
け
て
い
く
よ
う
な

感
覚
す
ら
あ
っ
た
。

　

最
大
の
使
命
を
「
お
客
さ
ま
の
癒
し
」

と
捉
え
、
そ
の
た
め
に
人
体
の
お
よ
そ
7

割
を
占
め
る
水
を
活
か
し
た
リ
ゾ
ー
ト
戦

略
。
空
港
か
ら
40
分
と
い
う
地
の
利
。
支

笏
湖
と
山
々
が
織
り
な
す
美
し
い
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
。
宿
泊
客
の
要
望
を
汲
み
と
る
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
。
五
感
を
刺
激
す
る
館
内

の
設
計
。
そ
し
て
、
一
歩
外
に
出
る
と
、

夢
中
に
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ

ィ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ
た
の

が
、
水
の
謌
の
「
水
の
癒
し
力
」
だ
っ
た
。

　
（
2 

0 

1  

5
年
8
月
20
日
取
材
）

4 硬水、軟水、スパー
クリングウォーターな
ど約 30種類のミネラ
ルウォーターを販売す
るアクアバー
5 中央に高さ約 7m
の暖炉を備えた客室
ラウンジ「アペソ」。ア
ペソとはアイヌ語で囲
炉裏の意味。エゾシ
カの皮を用いたクッシ
ョンの上で本を読むな
どくつろげる

4

5
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人
と
人
を
つ
な
ぐ
健
康
ラ
ン
ド

―
―
風
呂
を
イ
ン
フ
ラ
と
す
る
「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」

愛
知
県
名
古
屋
市
の
郊
外
に
あ
る
「
平
針
東
海
健
康
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
フ
ラ
ダ
ン
ス
や
カ
ラ
オ
ケ
、

卓
球
な
ど
の
同
好
会
が
核
と
な
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
健
康
ラ
ン

ド
で
人
と
人
が
つ
な
が
る
の
か
。
そ
れ
は
風
呂
と
い
う
水
空
間
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
。「
風
呂

は
人
が
集
ま
る
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
」
と
考
え
、
同
好
会
活
動
を
推
進
す
る
健
康
ラ
ン
ド
を
訪
ね
た
。

水による心の回復力　Scene6

都
市
生
活
者
に
必
要
な

居
心
地
の
よ
い
第
三
の
場

「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
ご

存
じ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
都

市
社
会
学
者
、
レ
イ
・
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ

が
1 

9 

8 

9
年
（
平
成
元
）
に
著
し
た『T

he 

G
reat G

ood Place

』
で
提
唱
し
た
も
の
。

都
市
で
暮
ら
す
人
々
に
は
三
つ
の
居
場
所

が
必
要
で
あ
り
、
フ
ァ
ー
ス
ト
プ
レ
イ
ス

（
第
一
の
場
）
が
家
、
セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ
ス

（
第
二
の
場
）
が
職
場
や
学
校
、
そ
し
て
そ

の
ど
ち
ら
で
も
な
い
第
三
の
場
が
サ
ー
ド

プ
レ
イ
ス
で
あ
る
。
個
人
が
家
庭
や
職

場
・
学
校
で
果
た
す
役
割
か
ら
自
身
を
解

き
放
ち
、
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
が
で
き
る
う
え
、

新
た
な
出
会
い
や
良
好
な
人
間
関
係
を
提

供
す
る
場
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
概
説

（
p 
8
）
で
上
田
紀
行
さ
ん
が
述
べ
た
、
生

き
る
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
世

界
を
も
つ
〈
複
線
化
〉
に
も
通
じ
る
。

　

今
回
訪
れ
た
「
平
針
東
海
健
康
セ
ン
タ

ー
」（
以
下
、
東
海
健
康
セ
ン
タ
ー
）
で
は
、
利

用
者
が
同
好
会
活
動
で
つ
な
が
り
、
家
や

職
場
で
は
話
し
に
く
い
こ
と
も
相
談
し
て

活
力
を
得
て
い
た
。
ま
さ
に
サ
ー
ド
プ
レ

イ
ス
だ
。
し
か
し
、
同
好
会
の
活
動
場
所

は
ど
こ
で
も
い
い
は
ず
。
風
呂
と
い
う
水

空
間
を
備
え
る
健
康
ラ
ン
ド
だ
か
ら
こ
そ
、

活
力
が
得
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
。

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
機
に

同
好
会
活
動
を
強
化

　

ま
ず
は
東
海
健
康
セ
ン
タ
ー
の
成
り
立

ち
か
ら
見
て
い
こ
う
。
株
式
会
社
T 

K 

C 

が
運
営
す
る
東
海
健
康
セ
ン
タ
ー
は
、
1 

9 

8 

4
年
（
昭
和
59
）
12
月
に
健
康
ラ
ン
ド

と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
。
金
原
光
浩
社
長

の
父
で
、
重
機
の
リ
ー
ス
・
修
理
業
を
営

ん
で
い
た
先
代
が
4 

0 

0 

0
坪
と
い
う
広

大
な
敷
地
に
建
て
た
。
約
10
年
前
か
ら
入

泉
料
を
払
え
ば
大
衆
演
劇
や
歌
謡
シ
ョ
ー

を
無
料
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、

近
隣
住
民
は
も
ち
ろ
ん
、
劇
団
を
追
っ
て

遠
方
か
ら
も
人
が
押
し
か
け
る
。

　

金
原
さ
ん
に
よ
る
と
、
24
時
間
営
業
の

健
康
ラ
ン
ド
は
最
盛
期
に
は
全
国
で
2 

0 

0 

軒
以
上
あ
っ
た
が
、
今
は
1 

2 

0 

軒
ほ

ど
。「
お
風
呂
を
か
ら
ま
せ
て
広
間
で
芝
居

を
観
て
い
た
だ
く
な
ど
、
半
日
か
ら
一
日

ゆ
っ
く
り
楽
し
ん
で
も
ら
う
の
が
健
康
ラ

ン
ド
」（
金
原
さ
ん
）
で
、
よ
り
入
浴
に
特
化

し
た
公
衆
浴
場
は
「
ス
ー
パ
ー
銭
湯
」
と
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呼
ば
れ
る
。
健
康
ラ
ン
ド
に
比
べ
て
小
規

模
で
料
金
が
安
く
、
滞
在
時
間
は
よ
り
短

い
傾
向
が
あ
る
。

　

東
海
健
康
セ
ン
タ
ー
の
興
味
深
い
と
こ

ろ
は
、
同
好
会
の
活
動
を
後
押
し
し
て
い

る
こ
と
。
同
好
会
に
対
し
て
10
年
以
上
前

か
ら
館
内
の
ス
ペ
ー
ス
を
提
供
し
、
講
師

を
招
く
な
ど
の
支
援
を
続
け
て
い
る
。
そ

の
甲
斐
あ
っ
て
、
囲
碁
、
将
棋
、
歌
謡
舞

踊
、
フ
ラ
ダ
ン
ス
、
卓
球
、
カ
ラ
オ
ケ
、

健
康
お
ど
り
、
T 

K 

C 

キ
ッ
ズ
ダ
ン
ス
と
、

今
は
8
つ
の
同
好
会
が
活
動
中
だ
。

　

東
海
健
康
セ
ン
タ
ー
は
今
年
4
月
に
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て

金
原
さ
ん
は
各
地
の
健
康
ラ
ン
ド
や
ス
ー

パ
ー
銭
湯
を
視
察
。「
同
好
会
は
自
分
た
ち

の
特
色
な
の
だ
」
と
改
め
て
実
感
す
る
。

「
囲
碁
や
将
棋
は
あ
る
け
れ
ど
、
フ
ラ
ダ

ン
ス
な
ど
教
え
る
人
が
必
要
な
同
好
会
は

よ
そ
に
は
な
か
っ
た
で
す
」
と
言
う
金
原

さ
ん
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
機
に
同
好
会

の
充
実
に
乗
り
出
し
、
3
人
そ
ろ
え
ば
同

好
会
と
し
て
発
足
さ
せ
る
「
小
さ
く
生
ん

で
大
き
く
育
て
る
」
戦
略
に
舵
を
切
っ
た
。

金
原
さ
ん
の
声
か
け
で
年
内
に
は
芝
居
の

同
好
会
が
立
ち
上
が
る
予
定
だ
。

「
大
手
を
振
っ
て
遊
べ
る

こ
の
日
が
待
ち
遠
し
い
」

　

火
曜
日
の
午
前
10
時
半
。
2
階
の
多
目

的
ル
ー
ム
に
は
、
カ
ラ
フ
ル
な
ウ
エ
ア
を

身
に
つ
け
た
女
性
た
ち
が
三
々
五
々
集
ま

っ
て
き
た
。
小
型
ラ
ジ
カ
セ
か
ら
曲
が
流

れ
る
と
、
談
笑
し
て
い
た
の
が
ウ
ソ
の
よ

う
に
、
真
剣
な
表
情
に
一
変
。
大
き
な
全

身
鏡
を
見
つ
め
な
が
ら
、
前
後
、
左
右
、

斜
め
に
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
は
じ
め
る
―
―
。

　

彼
女
た
ち
は
フ
ラ
ダ
ン
ス
同
好
会
「
藤

プ
ア
ナ
ニ 

フ
ラ 

レ
ア
レ
ア
」
の
メ
ン
バ

ー
だ
。
毎
週
火
曜
日
の
午
前
中
に
東
海
健

康
セ
ン
タ
ー
で
集
ま
り
、
2
時
間
ほ
ど
練

習
を
重
ね
て
い
る
。
常
時
参
加
す
る
メ
ン

バ
ー
は
現
在
12
名
。
60
代
の
人
が
多
く
、

リニューアルに伴って新設した「露天風呂」。溜池を借景に開放的な気分が味わえる

従来にも増して同好会に力を入れたいと考える
金原光浩さん。自身のアイディアから新設した檜
の露天風呂で。右は受付カウンターそばの目立つ
ところにある同好会催しの案内板

右：フラダンス同好会「藤プアナニ フラ 
レアレア」のメンバーたち。土田ユリ子さ
ん（右端）の指導を受けて真剣な表情で
踊る
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ェ
ク
ト
」。
大
広
間
で
毎
月
ダ
ン
ス
を
披

露
す
る
だ
け
で
な
く
、
高
齢
の
来
館
者
の

履
物
を
下
駄
箱
ま
で
運
ぶ
「
世
代
を
越
え

た
ふ
れ
あ
い
」
も
演
出
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
60
名
収
容
の
ス
タ
ジ
オ
で
は
、

ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
や
弾
き
語
り
に
使
っ
て
も

ら
お
う
と
P 

R
を
は
じ
め
た
。
若
い
世
代

も
利
用
す
る
こ
と
で
、
多
世
代
の
交
流
が

生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ご

近
所
づ
き
あ
い
が
減
っ
た
現
代
社
会
を
補

完
す
る
大
事
な
役
割
と
い
え
る
。

　

フ
ラ
ダ
ン
ス
と
い
う
共
通
の
趣
味
を
も

つ
仲
間
と
の
同
好
会
活
動
が
新
し
い
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
り
、
風
呂
と
い
う
水
空

間
が
そ
れ
を
後
押
し
し
て
好
循
環
を
生
ん

で
い
る
。
明
日
へ
の
活
力
が
得
ら
れ
る
健

康
ラ
ン
ド
は
、「
日
本
版
サ
ー
ド
プ
レ
イ

ス
」
に
な
り
得
る
場
所
だ
と
思
う
。

　
（
2   

0   

1                   

5
年
9
月
1
日
取
材
）

Scene6　水による心の回復力

最
年
少
は
60
歳
、
最
年
長
は
74
歳
。

　

指
導
す
る
の
は
土
田
ユ
リ
子
さ
ん
。
こ

の
地
域
で
フ
ラ
ダ
ン
ス
の
教
室
を
開
い
て

い
た
土
田
さ
ん
が
、
東
海
健
康
セ
ン
タ
ー

で
教
え
は
じ
め
た
の
は
今
か
ら
10
年
前
。

「
14
〜
15
年
前
か
ら
通
っ
て
い
た
ん
で
す

1 平針東海健康センターで上演される大衆演劇。劇団は1カ月ごとに入れ替わる　2 来館者を出迎える「TKC48プロジェクト」
のメンバー。多世代交流の一環だ　3 大広間のステージで歌って踊る「TKC48プロジェクト」のメンバー　4 多目的ルームで開
かれたバンドの演奏会。利用者の年齢層を広げる新たな試み　写真提供：株式会社 TKC

どこか懐かしい、昭和時代の雰囲気も残る平針東
海健康センターの館内。皆思い思いの場所でくつ
ろいでいる

ん
は
風
呂
を
「
人
が
集
ま
る
イ
ン
フ
ラ
」

と
考
え
て
い
る
。「
健
康
ラ
ン
ド
に
は
、
お

風
呂
に
入
る
こ
と
以
外
の
プ
ラ
ス
ア
ル
フ

ァ
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
や
は
り
お
風
呂

は
重
要
で
す
」。
入
浴
は
緊
張
を
ゆ
る
め

て
リ
ラ
ッ
ク
ス
感
を
高
め
、
滞
在
時
間
も

長
く
な
る
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
伴
い
、
荒

池
と
い
う
名
の
溜
池
を
借
景
と
す
る
檜
の

露
天
風
呂
を
こ
し
ら
え
た
の
は
「
イ
ン
フ

ラ
（
風
呂
）
の
充
実
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

館
内
に
は
風
呂
に
入
っ
た
あ
と
に
く
つ
ろ

ぐ
大
広
間
、
喫
茶
店
、
居
酒
屋
が
そ
ろ
う
。

館
内
着
に
着
替
え
て
の
ん
び
り
す
れ
ば
、

2
〜
3
時
間
は
あ
っ
と
い
う
間
だ
。

　

毎
週
、
風
呂
を
介
し
て
長
い
時
間
を
一

緒
に
過
ご
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
フ

ラ
ダ
ン
ス
同
好
会
の
先
生
と
生
徒
の
垣
根

は
低
い
。
こ
の
日
の
練
習
で
は
新
し
い
曲

に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
が
、
土
田
さ
ん
が

お
手
本
を
見
せ
る
と
、
メ
ン
バ
ー
が
「
先

生
、
こ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
？
」
と
違
う
ス

テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
み
せ
た
。
指
導
を
受
け

る
側
が
か
し
こ
ま
ら
な
い
フ
ラ
ン
ク
な
関

係
性
も
、「
人
が
集
ま
る
イ
ン
フ
ラ
」
で
あ

る
風
呂
が
つ
く
っ
た
も
の
だ
。

　

今
の
利
用
者
は
高
齢
者
が
中
心
だ
が
、

金
原
さ
ん
は
若
年
層
も
呼
び
込
も
う
と
手

を
打
ち
は
じ
め
た
。
そ
の
一
つ
は
同
好
会

の
T 

K 

C 

キ
ッ
ズ
ダ
ン
ス
を
母
体
と
し
た

ア
イ
ド
ル
ユ
ニ
ッ
ト
「
T 

K 

C 

48
プ
ロ
ジ

2

3

4

が
、
あ
る
日
『
フ
ラ
ダ
ン
ス
の
教
室
を
や

り
た
い
』
と
お
願
い
し
た
ん
で
す
。
す
る

と
『
ど
う
ぞ
お
使
い
く
だ
さ
い
』
と
二
つ

返
事
で
し
た
。
最
高
で
す
よ
、
こ
ん
な
に

立
派
な
ス
タ
ジ
オ
が
無
料
で
借
り
ら
れ
る

の
で
す
か
ら
」。

　

メ
ン
バ
ー
は
入
泉
料
を
払
え
ば
、
練
習

後
に
風
呂
に
入
っ
て
く
つ
ろ
い
で
、
大
衆

演
劇
ま
で
楽
し
め
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

趣
味
を
長
く
続
け
る
に
は
張
り
合
い
が

必
要
だ
が
、
こ
こ
な
ら
発
表
の
場
に
も
事

欠
か
な
い
。
ほ
ぼ
毎
日
上
演
さ
れ
る
大
衆

演
劇
や
歌
謡
シ
ョ
ー
の
前
座
で
フ
ラ
ダ
ン

ス
を
披
露
す
る
機
会
が
た
び
た
び
あ
る
か

ら
だ
。
土
田
さ
ん
が
「
10
月
に
『
こ
ま
ど

り
姉
妹
』
が
来
ま
す
。
前
座
で
5
曲
く
ら

い
踊
っ
て
ほ
し
い
っ
て
」
と
発
表
す
る
と
、

メ
ン
バ
ー
は
「
わ
ー
、
楽
し
み
！
」
と
大

喜
び
だ
っ
た
。

　

メ
ン
バ
ー
の
加
藤
朝
代
さ
ん
は
大
手
を

振
っ
て
一
日
中
遊
べ
る
こ
の
日
を
楽
し
み

に
し
て
い
る
。「
毎
週
火
曜
日
は
朝
か
ら
夕

方
遅
く
ま
で
い
ま
す
。
家
族
か
ら
離
れ
て
、

私
が
自
由
に
過
ご
せ
る
、
ス
ト
レ
ス
の
ま

っ
た
く
な
い
日
な
の
で
す
」。

長
い
時
間
過
ご
せ
る
の
は

風
呂
が
あ
る
か
ら

　

東
海
健
康
セ
ン
タ
ー
を
率
い
る
金
原
さ

1
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本
来
の
「
癒
し
」
は

受
け
身
で
は
な
い

　

水
に
は
人
の
心
を
癒
す
力
が
あ
る
と
い

わ
れ
る
。
研
究
論
文
に
よ
る
と
、
た
し
か

に
水
辺
に
は
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
効
果

が
あ
る
。
で
は
、
ス
ト
レ
ス
で
身
も
心
も

歪
ん
だ
私
た
ち
に
、
水
辺
や
水
空
間
は
ど

ん
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
。

　

概
説
は
文
化
人
類
学
者
の
上
田
紀
行
さ

ん
に
お
願
い
し
た
。
上
田
さ
ん
は
「
癒

し
」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
使
っ
た
人
物

だ
。
実
は
、
今
回
の
特
集
の
出
発
点
は

「
水
辺
の
癒
し
」
だ
っ
た
が
、
癒
し
と
い

う
言
葉
は
受
動
的
な
感
じ
が
す
る
の
で
、

使
わ
な
い
で
お
こ
う
と
思
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
上
田
さ
ん
が
提
示
し
た
「
癒

し
」
と
は
、「
私
を
癒
し
、
世
界
を
癒
す
」

と
い
う
思
想
の
も
と
絆
を
取
り
戻
し
、
世

界
を
も
っ
と
生
き
や
す
い
場
所
に
す
る
こ

と
で
傷
つ
い
て
い
る
自
分
も
癒
そ
う
と
い

う
、
き
わ
め
て
能
動
的
な
意
味
だ
っ
た
。

　

現
代
社
会
の
問
題
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
上

田
さ
ん
に
、
あ
え
て
人
類
の
歴
史
か
ら
解

き
明
か
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
今
の
生

き
づ
ら
さ
が
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
知
り
た

か
っ
た
か
ら
だ
。
必
要
な
の
は
受
け
身
の

「
癒
し
」
で
は
な
く
、
自
身
が
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
も
つ
こ
と
。
仕
事
以
外
で
「
自
分
が

わ
く
わ
く
す
る
何
か
」
を
見
つ
け
、
生
き

る
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
〈
複
線

化
〉
が
カ
ギ
に
な
る
と
上
田
さ
ん
は
説
く
。

水
辺
に
ひ
し
め
く

「
夢
中
に
さ
せ
る
要
素
」

〈
複
線
化
〉
が
必
要
な
現
代
。
私
た
ち
は

い
ろ
い
ろ
な
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
い
る
。

そ
の
対
処
法
と
し
て
「
三
つ
の
R
」
を
教

え
て
く
れ
た
の
は
精
神
科
医
の
古
賀
良
彦

さ
ん
。
ス
ト
レ
ス
の
な
い
状
態
に
「
自
分

を
つ
く
り
直
す
こ
と
」
が
必
要
で
、
特
に

有
効
な
の
は
「
一
瞬
で
も
夢
中
に
な
る
こ

と
」。
取
材
を
振
り
返
る
と
、
た
し
か
に

水
辺
に
は
夢
中
に
な
る
瞬
間
が
多
か
っ
た
。

　

ふ
わ
り
ふ
わ
り
と
泳
ぐ
ク
ラ
ゲ
を
眺
め

た
と
き
。
御
舟
か
も
め
か
ら
大
阪
の
街
並

み
を
見
上
げ
た
と
き
。
滝
の
前
で
「
耳
に

手
を
当
て
て
」
音
を
聞
き
取
ろ
う
と
し
た

と
き
。
枯
山
水
を
前
に
座
り
込
み
、
水
の

気
配
を
感
じ
よ
う
と
し
た
と
き
。
夢
中
に

な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
、
自
分
を
つ
く

り
直
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
至
る
。

　

古
賀
さ
ん
は
「
ホ
ッ
と
し
す
ぎ
な
い
こ

と
」
も
大
切
だ
と
言
う
。
た
だ
休
み
、
リ

ラ
ッ
ク
ス
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
。
滝
ガ

ー
ル
こ
と
坂
﨑
絢
子
さ
ん
に
案
内
し
て
い

た
だ
い
た
滝
で
は
、
苔
の
生
え
た
岩
場
を

歩
い
て
冷
や
汗
を
か
い
た
。
適
度
な
緊
張

感
も
ま
た
ス
ト
レ
ス
を
拭
い
去
る
。

　

水
辺
で
得
ら
れ
る
の
は
「
安
ら
ぎ
」
よ

り
も
「
活
力
」
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た

の
は
、
滝
巡
り
の
後
に
「
早
く
仕
事
が
し

た
い
！
」
と
言
っ
た
女
性
が
い
る
と
坂
﨑

さ
ん
に
聞
い
て
か
ら
。「
滝
と
い
う
い
ち
ば

ん
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
状
態
の
水
」（
坂
﨑
さ
ん
）

か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
。

水
に
浸
る
時
間
が

身
も
心
も
軽
く
す
る

　

水
に
浸
る
効
果
を
体
感
し
た
の
は
、「
水

の
癒
し
力
」
を
五
感
か
ら
設
計
し
て
い
る

し
こ
つ
湖
鶴
雅
リ
ゾ
ー
ト
ス
パ 

水
の
謌

と
、
天
然
温
泉
を
備
え
た
平
針
東
海
健
康

セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
。
仮
に
平
針
東
海
健
康

セ
ン
タ
ー
に
風
呂
が
な
か
っ
た
ら
、
同
好

会
活
動
は
こ
こ
ま
で
盛
ん
だ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
練
習
後
の
風
呂
で
身
も
心
も
軽
く
な

る
か
ら
、
普
段
は
口
に
し
な
い
話
も
飛
び

出
す
。
互
い
の
心
の
距
離
が
縮
ま
り
、
毎

「
水
空
間
」
に
浸
る
と
身
も
心
も
軽
く
な
る

水による心の回復力　文化をつくる

編
集
部

週
通
う
の
が
楽
し
み
に
な
る
。
風
呂
を
介

し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
そ
う
い

う
一
面
が
あ
る
と
思
う
。

　

興
味
深
い
の
は
、
古
賀
さ
ん
が
「
水
の

そ
ば
に
行
く
と
人
は
あ
ま
り
動
か
な
く
な

る
」
と
指
摘
し
た
こ
と
。
な
ぜ
静
か
に
な

る
の
か
？ 

そ
れ
は
上
田
さ
ん
が
提
示
し

た
「
水
辺
は
異
界
と
の
境
界
線
」
と
い
う

観
点
に
答
え
が
潜
ん
で
い
る
。

　

常
に
動
い
て
い
る
海
や
川
は
、
今
の
産

業
社
会
に
お
け
る
固
定
化
さ
れ
た
陸
上
の

生
活
と
は
ま
る
で
異
な
る
世
界
だ
。
そ
う

考
え
る
と
水
辺
は
ま
さ
に
境
目
。
そ
こ
に

た
た
ず
む
人
が
静
か
に
な
る
の
は
、
異
界

（
水
）
を
眺
め
て
い
る
と
羊
水
に
浮
か
ん
で

育
っ
た
こ
ろ
の
記
憶
が
よ
み
が
え
り
、
幸

福
感
に
包
ま
れ
る
か
ら
な
の
か
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
、
水
辺
や
水
の
あ
る

空
間
（
水
空
間
）
は
ど
ん
な
存
在
な
の
か
と

い
う
問
い
を
、
上
田
さ
ん
は
「
生
き
づ
ら

い
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
に
必
要
な
な
に

も
の
か
」
と
解
き
明
か
し
た
。
水
空
間
に

は
私
た
ち
を
夢
中
に
さ
せ
て
心
を
解
放
し
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
る
力
も
あ
る
の
だ
と

認
識
す
れ
ば
、〈
複
線
化
〉
に
つ
な
が
る
趣

味
や
生
き
が
い
、
思
い
も
よ
ら
な
い
活
動

の
芽
が
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
だ
。
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最
上
川
と
茂
吉

〈
最
上
川
の
上
空
に
し
て
残
れ
る
は
い
ま
だ

う
つ
く
し
き
虹
の
断
片
〉
と
、
斉
藤
茂
吉
は

疎
開
中
に
詠
ん
で
い
る
。
1 

9 

4 

5
年
（
昭

和
20
）
5
月
25
日
東
京
の
病
院
と
自
宅
は
空

襲
で
全
焼
し
た
。
茂
吉
は
故
郷
山
形
県
蔵
王

山
麓
に
疎
開
し
、
さ
ら
に
大
石
田
町
に
移
り

住
ん
だ
。
こ
の
こ
ろ
の
茂
吉
は
、
家
も
焼
か

れ
、
彼
の
歌
が
戦
意
高
揚
と
し
て
世
の
非
難

に
曝
さ
れ
、
失
意
の
ど
ん
底
で
あ
っ
た
と
い

う
。
し
か
し
な
が
ら
最
上
川
が
流
れ
る
大
石

田
町
の
人
た
ち
は
や
さ
し
か
っ
た
。
茂
吉
は

故
郷
の
温
か
い
人
情
に
触
れ
、
最
上
川
の
清

き
流
れ
に
日
々
を
過
ご
し
、
心
は
徐
々
に
回

復
し
た
。〈
最
上
川
岸
べ
の
雪
を
ふ
み
つ
つ
ぞ

わ
れ
も
健
康
の
年
を
む
か
ふ
る
〉
と
詠
む
。

　

小
平
博
之
著
『
斎
藤
茂
吉
「
白
き
山
」
と

最
上
川
』（
短
歌
新
聞
社
・
2 

0 

0 

8
）
に
よ
れ

ば
、
最
上
川
は
茂
吉
を
甦
ら
せ
る
河
川
で
あ

っ
た
。
も
し
、
最
上
川
が
汚
れ
て
い
た
と
し

た
ら
早
急
な
茂
吉
の
復
活
は
困
難
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
わ
が
国
に
お
け
る
高
度
経
済

成
長
時
に
汚
染
さ
れ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
化
さ

れ
た
河
川
の
復
元
の
変
遷
を
追
っ
て
み
た
い
。

河
川
法
目
的
の
変
遷

　

三
浦
大
介
著
『
沿
岸
域
管
理
法
制
度
論
―

森
・
川
・
海
を
つ
な
ぐ
環
境
保
護
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
』（
勁
草
書
房
・
2 

0 

1 

5
）
は
、
森
・

川
・
海
の
連
続
し
た
空
間
を
沿
岸
域
と
し
て

捉
え
、
そ
の
自
然
環
境
保
護
を
図
る
た
め
の

「
総
合
的
管
理
」
法
制
度
の
構
築
に
必
要
な

法
制
知
識
と
諸
問
題
の
解
決
方
法
を
テ
ー
マ

に
し
て
い
る
。
こ
の
書
で
「
河
川
法
の
歴
史

と
仕
組
み
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
河
川

法
目
的
の
変
遷
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

1 

8 

9 

6
年
（
明
治
29
）、
治
水
事
業
へ
の

要
望
が
高
ま
り
、
高た

か
み
ず
こ
う
じ

水
工
事
（
注
1
）
を
中

心
と
す
る
治
水
対
策
を
目
的
と
し
た
河
川
法

が
制
定
さ
れ
た
。
利
水
目
的
は
制
定
さ
れ
ず
、

そ
の
後
、
日
露
戦
争
な
ど
に
よ
る
需
要
が
増

大
し
た
水
力
発
電
に
伴
う
河
川
流
水
の
利
用

に
対
応
で
き
ず
、
よ
う
や
く
戦
後
に
復
興
需

要
の
た
め
に
、
農
林
省
等
の
利
水
の
た
め
の

法
整
備
が
な
さ
れ
、
1 

9 

6 

4
年
（
昭
和
39
）

水
資
源
の
総
合
的
利
用
・
開
発
に
寄
与
す
る

た
め
、
従
来
の
区
間
主
義
の
河
川
管
理
体
系

か
ら
水
系
一
貫
管
理
へ
と
移
行
し
、
利
水
関

係
規
定
の
整
備
、
ダ
ム
の
設
置
・
操
作
に
起

因
す
る
防
災
の
た
め
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

治
水
と
利
水
を
目
的
と
し
た
河
川
法
の
制
定

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
高
度
経
済
成
長
に
よ
り
、

公
害
が
発
生
し
、
川
が
汚
れ
、
ま
た
治
水
対

策
の
た
め
、
都
市
部
の
中
小
河
川
は
コ
ン
ク

リ
ー
ト
三
面
張
り
の
直
線
的
な
河
川
工
事
が

施
工
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
河
川

環
境
の
視
点
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

建
設
省
（
当
時
）
は
1 

9 

9 

0
年
（
平
成
2
）

近
自
然
工
法
・
多
自
然
型
川
づ
く
り
工
法
の

採
用
を
可
能
と
す
る
、
自
然
に
や
さ
し
い
、

生
態
系
が
孤
立
し
な
い
河
川
環
境
の
保
全
を

打
ち
出
し
た
。

　

1 
9 
9 

7
年
（
平
成
9
）
河
川
法
の
改
正

に
お
い
て
、
河
川
環
境
の
保
全
の
目
的
が
制

定
さ
れ
、
な
お
か
つ
河
川
整
備
計
画
の
策
定

が
な
さ
れ
た
。
河
川
環
境
の
整
備
は
、
積
極

的
に
良
好
な
河
川
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

河
川
環
境
の
保
全
と
は
水
質
の
維
持
、
優
れ

た
景
観
を
有
す
る
た
め
の
区
域
の
保
全
で
、

河
川
工
事
に
よ
っ
て
環
境
に
与
え
る
影
響
を

最
小
限
度
に
抑
え
る
た
め
の
代
償
措
置
が
講

じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
河
川
環
境
復
元

の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
水
辺
空
間
、
多
自

然
型
川
づ
く
り
、
親
水
、
河
川
再
生
事
業
が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
書
を
見
て
み
た
い
。

水
辺
空
間
の
魅
力

　

松
浦
茂
樹
・
島
谷
幸
宏
共
著
『
水
辺
空
間

の
魅
力
と
創
造
』（
鹿
島
出
版
会
・
1 

9 

8 

7
）

は
、
人
と
水
の
係
り
方
に
つ
い
て
、
①
水
神

等
を
祀
る
信
仰
活
動
、
②
農
業
・
林
業
・
観

光
業
等
の
生
業
活
動
、
③
洗
濯
、
魚
と
り
等

の
生
活
活
動
、
④
治
水
、
利
水
、
清
掃
に
伴

う
社
会
活
動
、
⑤
川
を
場
と
し
た
創
作
活
動
、

⑥
川
を
社
会
科
、
理
科
の
授
業
の
教
材
と
す

る
教
育
活
動
、
⑦
水
辺
に
お
け
る
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
活
動
を
挙
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
活

動
を
与
え
て
く
れ
る
重
要
な
水
辺
は
都
市
化

が
進
む
に
つ
れ
て
減
少
し
て
い
る
と
分
析
す

る
。
そ
の
た
め
に
水
辺
空
間
の
魅
力
に
つ
い

て
、
河
道
の
特
徴
を
活
か
し
、
中
の
島
、
砂

州
な
ど
の
利
用
で
川
に
流
れ
を
つ
く
り
、
川

の
歴
史
を
調
べ
表
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
説

く
。

　

中
岡
義
介
著
『
水
辺
の
デ
ザ
イ
ン
』（
森
北

出
版
・
1 

9 

8 

6
）
は
、
三
つ
の
水
の
文
化
が

異
な
る
水
辺
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
。
一
つ

は
オ
リ
エ
ン
ト
の
乾
燥
砂
漠
に
展
開
さ
れ
た

古賀 邦雄 さん
こが くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業。水資源開
発公団（現・独立行政法人水資源機構）
に入社。30年間にわたり水・河川・湖
沼関係文献を収集。2001年退職し現
在、日本河川協会、ふくおかの川と水の
会に所属。2008年5月に収集した書籍
を所蔵する「古賀河川図書館」を開設。
U R L：http://mymy.jp/koga/
平成 26年公益社団法人日本河川協会
の河川功労者表彰を受賞。
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（注 1）高水工事

堤防工事や放水路の整備など、氾濫防止
のために最高水位を計算して行なう工事。

（注 2）高水敷

常に水が流れる低水路より一段高い部分
の敷地。普段はグランドなどで利用されて
いるが、大きな洪水のときは水に浸かる。



河川の復元を図る35

湧
水
（
オ
ア
シ
ス
）
文
化
で
、
噴
水
に
代
表

さ
れ
る
。
二
つ
め
は
溢い

っ
す
い水

文
化
で
、
メ
ソ
ポ

タ
ミ
ア
等
の
乾
燥
地
帯
に
展
開
さ
れ
る
、
水

は
豊
か
に
注
ぐ
も
の
だ
と
す
る
。
三
つ
め
は
、

水
は
無
限
に
流
れ
る
と
す
る
日
本
の
流
水
文

化
の
展
開
で
あ
る
。
山
と
谷
が
つ
く
り
だ
す

複
雑
な
風
土
と
あ
い
ま
っ
て
、
日
本
人
の
自

然
観
の
基
調
を
な
す
。
こ
れ
ら
三
つ
の
水
文

化
の
観
点
か
ら
、
水
辺
空
間
を
創
造
す
る
。

　

さ
ら
に
、
水
辺
の
再
生
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

篠
原
修
ら
著
『
都
市
の
水
辺
を
デ
ザ
イ
ン
す

る
』（
彰
国
社
・
2 

0 

0 

5
）、
生
態
系
の
復
元

を
図
る
中
村
太
士
編
『
川
の
蛇
行
復
元
』（
技

報
堂
出
版
・
2 

0 

1 

1
）、
溜
池
公
園
に
都
市

空
間
を
つ
く
り
だ
す
和
田
安
彦
・
三
浦
浩
之

共
著
『
水
辺
が
都
市
を
変
え
る
』（
技
報
堂
出

版
・
2 

0 

0 

5
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
快
適
な
水

辺
空
間
を
創
出
す
る
書
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
河
川
景
観
を
追
求
す
る
土

木
学
会
編
『
水
辺
の
景
観
設
計
』（
技
報
堂
出

版
・
1 

9 

8 

8
）、
島
谷
幸
宏
編
著
『
河
川
風

景
デ
ザ
イ
ン
』（
山
海
堂
・
1 

9 

9 

4
）、「
河
川

景
観
の
形
成
と
保
全
の
考
え
方
」
検
討
委
員

会
編
『
河
川
景
観
デ
ザ
イ
ン
』（
リ
バ
ー
フ
ロ

ン
ト
整
備
セ
ン
タ
ー
・
2 

0 

0 

8
）
も
挙
げ
て

お
く
。

多
自
然
型
川
づ
く
り

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た
川
に
は
生

物
は
棲
め
な
い
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
の
反

省
か
ら
生
物
に
や
さ
し
い
川
づ
く
り
が
進
ん

だ
。
例
え
ば
堤
防
の
緩
傾
斜
化
、
高こ

う
す
い
じ
き

水
敷

（
注
2
）
の
樹
木
、
草
木
類
の
活
用
、
水
辺

の
ヨ
シ
の
保
全
、
多
段
式
及
び
ス
ロ
ー
プ
式

落
差
工
、
蛇じ

ゃ
か
ご籠

、
巨
石
等
多
様
な
空く

う
げ
き隙

構
造

を
も
つ
材
料
の
活
用
な
ど
の
工
法
で
あ
る
。

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
川
づ

く
り
は
多
自
然
型
河
川
工
法
、
近
自
然
河
川

工
法
、
あ
る
い
は
ビ
オ
ト
ー
プ
河
川
工
法
と

呼
ば
れ
て
い
る
。

　

1 

9 

9 

0
年
（
平
成
2
）
11
月
、
建
設
省

河
川
局
か
ら
「
多
自
然
型
川
づ
く
り
実
施
要

領
」
の
通
達
が
出
さ
れ
た
。「
多
自
然
型
川
づ

く
り
と
は
、
河
川
本
来
の
有
し
て
い
る
生
物

の
良
好
な
生
育
環
境
に
配
慮
し
、
あ
わ
せ
て

美
し
い
自
然
景
観
を
保
全
あ
る
い
は
創
出
す

る
事
業
の
実
施
を
い
う
」
と
定
義
す
る
。

　

こ
の
川
づ
く
り
の
考
え
方
は
、
愛
媛
県

五い
か
ざ
き

十
崎
町
「
町
づ
く
り
シ
ン
ポ
の
会
」
の
人

た
ち
が
、
1 

9 

8 

5
年
（
昭
和
60
）
に
ス
イ

ス
の
川
を
視
察
し
て
日
本
へ
導
入
し
た
の
が

始
ま
り
で
あ
る
。
ス
イ
ス
の
川
づ
く
り
を
訪

ね
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ゲ
ル
デ
ィ
・
福
留

脩し
ゅ
う
ぶ
ん

文
共
著
『
近
自
然
河
川
工
法
の
研
究
』

（
信
山
社
サ
イ
テ
ッ
ク
・
1 

9 
9 
4
）、
バ
イ
エ

ル
ン
州
内
務
省
建
設
局
編
『
道
と
小
川
の
ビ

オ
ト
ー
プ
づ
く
り
』（
集
文
社
・
1 

9 

9 
3
）、

多
自
然
型
の
川
づ
く
り
の
施
工
例
を
掲
げ
た

島
谷
幸
宏
著
『
河
川
環
境
の
保
全
と
復
元
』

（
鹿
島
出
版
会
・
2 

0 

0 

0
）
が
あ
る
。
掛
水

雅
彦
著
『
川
の
外
科
医
が
行
く
』（
高
知
新
聞

社
・
2 

0 

1 

1
）
で
は
、
近
自
然
工
法
の
魁

者
・
福
留
脩
文
の
施
工
河
川
を
追
っ
て
い
る
。

豊
田
市
の
児
ノ
口
公
園
、
高
知
市
境
の
吉
原

川
、
高
知
県
津
野
町
の
四
万
十
川
支
流
・
北

川
川
は
近
自
然
工
法
に
よ
り
、
河
川
が
見
事

に
復
元
さ
れ
た
。

　

河
川
行
政
の
立
場
か
ら
の
関
正
和
著
『
大

地
の
川
―
甦
れ
、
日
本
の
ふ
る
さ
と
の
川
』

（
草
思
社
・
1 

9 

9 

4
）
で
、
多
自
然
型
の
川

づ
く
り
の
理
念
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
人
間
は
招
か
れ
た
客
と

し
て
こ
の
自
然
を
訪
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ

て
、
人
間
の
都
合
で
勝
手
気
ま
ま
に
自
然
を

改
変
し
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
の
改
変
を
必

要
最
小
限
に
と
ど
め
、
改
変
す
る
場
合
に
も

別
の
形
で
自
然
を
復
元
し
、
あ
る
い
は
創
出

す
る
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間

と
自
然
の
調
和
あ
る
共
存
を
可
能
と
す
る
」

と
論
じ
る
。
関
氏
に
は
河
川
哲
学
が
あ
る
。

親
水
空
間
論

　

河
川
の
機
能
は
、
治
水
機
能
、
利
水
機
能
、

そ
し
て
親
水
機
能
を
も
つ
と
、
土
屋
十み

つ
く
に圀

著

『
都
市
河
川
の
総
合
親
水
計
画
』（
信
山
社
サ
イ

テ
ッ
ク
・
1 

9 

9 

9
）
で
は
論
じ
、
親
水
機
能

と
し
て
、
水
と
周
辺
の
生
物
な
ど
に
接
す
る

心
理
的
満
足
や
水
遊
び
、
住
民
の
憩
い
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
、
景
観
な
ど
を
掲

げ
、
潤
い
の
あ
る
水
辺
空
間
を
追
求
す
る
。

1 

9 

9 

0
年
（
平
成
2
）
農
林
水
産
省
が
推

進
す
る
「
水
環
境
整
備
事
業
」
に
鑑
み
、
水

路
に
お
け
る
親
水
空
間
を
捉
え
た
渡わ

た
べ部

一か
ず
じ二

著
『
水
路
が
喜
ぶ
水
路
の
親
水
空
間
計
画
と

デ
ザ
イ
ン
』（
技
報
堂
出
版
・
1 

9 

9 

6
）
が
あ

る
。
実
際
に
札
幌
市
の
創
成
川
、
福
島
県
の

大
内
宿
の
水
路
、
熊
谷
市
の
星
川
、
郡
上
八

幡
の
水
路
、
三
島
市
の
源
兵
衛
川
、
黒
磯
市

の
巻
川
用
水
が
並
ぶ
。

「
都
市
生
態
学
的
視
点
に
よ
る
親
水
行
動

論
」
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
あ
る
畔

く
ろ
や
な
ぎ柳昭

雄
・

渡
邊
秀
俊
共
著
『
都
市
の
水
辺
と
人
間
行

動
』（
共
立
出
版
・
1 

9 

9 

9
）
は
、
都
市
化
に

よ
っ
て
身
近
な
自
然
や
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

が
減
少
し
た
こ
と
か
ら
、
人
々
は
潜
在
的
に

自
然
の
ふ
れ
あ
い
を
求
め
る
。
こ
こ
に
親
水

行
動
が
生
じ
る
。
こ
う
い
う
行
動
は
、
周
辺

か
ら
失
わ
れ
た
自
然
環
境
を
補
完
す
る
も
の

と
し
て
、
水
辺
空
間
、
親
水
空
間
が
優
先
的

に
選
択
さ
れ
る
と
分
析
す
る
。
日
本
建
築
学

会
編
『
親
水
空
間
論
』（
技
報
堂
出
版
・
2 

0 

1 

4
）
は
、
海
の
親
水
事
例
と
し
て
京
都
の
伊

根
の
舟
屋
、
広
島
の
厳
島
神
社
、
青
森
の
木

野
部
海
岸
、
河
川
の
親
水
と
し
て
、
京
都
の

鴨
川
、
湖
沼
の
親
水
と
し
て
茨
城
県
の
古
河

総
合
公
園
、
東
京
の
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
な
ど

を
挙
げ
て
い
る
。

河
川
再
生
事
業

　

河
川
再
生
事
業
に
つ
い
て
は
、
日
本
河

川
・
流
域
再
生
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
編
『
よ
み
が

え
る
川
〜
日
本
と
世
界
の
河
川
再
生
事
例
集

〜
』（
リ
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
整
備
セ
ン
タ
ー
・
2 

0 

1 

1
）、
渡
辺
豊
博
著
『
清
流
の
街
が
よ
み
が

え
っ
た
―
地
域
力
を
結
集 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ワ

ー
ク
三
島
の
挑
戦
』（
中
央
法
規
出
版
・
2 

0 

0 

5
）、
日
本
水
環
境
学
会
W 

E 

E 

21
編
集
委

員
会
編
著
『
み
ん
な
で
つ
く
る
川
の
環
境
目

標
』（
環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
・
2 

0 

0 

4
）
が
あ
る
。
お
わ
り
に
、
黄フ

ァ
ン
ギ
ヨ
ン

祺
淵
ら
著

『
清

チ
ョ
ン
ゲ
チ
ョ
ン

渓
川
復
元
』（
日
刊
建
設
工
業
新
聞
社
・
2 

0 

0 

6
）、
朴

パ
ク
チ
ャ
ン
ピ
ル

賛
弼
著
『
ソ
ウ
ル
清
渓
川 

再
生
』

（
鹿
島
出
版
会
・
2 

0 

1 

1
）
を
掲
げ
る
。

　

関
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
河
川
の
復
元

を
図
る
と
し
て
も
自
然
と
の
共
存
の
観
点
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

河
川
も
人
も
生
き
て
こ
な
い
。
茂
吉
が
復
活

し
た
の
は
自
然
と
の
共
生
が
根
底
に
存
在
し

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

〈
生
き
お
れ
ば
逢
ふ
よ
ろ
こ
び
や
秋
の
川
〉。

　
（
手
柴
登
美
）



水の文化 50号　食の風土記 2 36

山
に
籠
る
人
々
の
間
食

　

ぐ
つ
ぐ
つ
と
煮
立
っ
た
鍋
の
蓋
を
開
け

る
と
、
し
ょ
う
ゆ
の
匂
い
が
立
ち
の
ぼ
り
、

き
り
た
ん
ぽ
が
姿
を
現
し
た
―
―
。

　

き
り
た
ん
ぽ
は
、
炊
き
立
て
の
ご
飯
を

粘
り
が
出
る
く
ら
い
に
潰
し
、
お
に
ぎ
り

状
に
し
て
杉
の
串
に
握
り
つ
け
、
火
で
あ

ぶ
っ
て
串
を
抜
い
た
も
の
。
鍋
に
入
れ
る

際
に
手
折
る
か
ら
き
り
（
切
り
）
た
ん
ぽ

と
い
わ
れ
る
が
、
手
折
る
前
は
「
た
ん

ぽ
」
と
呼
ぶ
。

　

そ
う
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
発
祥
の
地 

鹿
角
き
り
た
ん
ぽ
協
議
会
の
岩
船
勝
広
会

長
。
た
ん
ぽ
の
語
源
は
、
①
が
ま
の
穂

（
短
穂
）
に
似
て
い
る
、
②
串
に
握
り
つ
け

る
と
き
の
形
が
稽
古
用
の
槍
（
た
ん
ぽ
槍
）

に
そ
っ
く
り
と
い
う
二
つ
の
説
が
あ
る
。

　

た
ん
ぽ
の
基
本
的
な
食
べ
方
は
二
通
り
。

一
つ
が
鶏
肉
か
ら
出
汁
を
と
っ
た
し
ょ
う

米と杉と鉱山が生んだ
「きりたんぽ」
水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は秋田県の「きりたんぽ」です。

清らかで豊かな伏流水が育む米、そして鉱山で働く人から伝わったしょうゆを用いた「きりたん

ぽ鍋」は、秋田の郷土料理として広く知られています。〈発祥の地〉といわれる秋田県北東部

の鹿角市を訪れ、その由来や食べ方について見聞きしました。

食の風土記 3

きりたんぽ
（秋田県）

写真：山で働く木こりや炭焼きの人々が、
手折ったたんぽを鍋に放り込んだのがきり
たんぽ鍋のはじまりといわれている

ゆ
ベ
ー
ス
の
「
き
り
た
ん
ぽ
鍋
」。
主
な

具
材
は
鶏
肉
、
き
の
こ
、
せ
り
、
ね
ぎ
、

ご
ぼ
う
、
こ
ん
に
ゃ
く
。
も
う
一
つ
が
み

そ
を
塗
っ
て
火
で
炙
る
「
み
そ
づ
け
た
ん

ぽ
」
だ
。

　

文
献
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
年
代
こ
そ

は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
そ
も
そ
も
た

ん
ぽ
は
山
に
入
っ
て
杉
な
ど
を
伐
り
出
す

山や
ま
ご子

と
呼
ば
れ
る
木
こ
り
や
炭
焼
き
の

人
々
の
間
食
だ
っ
た
と
い
う
。「
お
に
ぎ
り

を
持
参
し
て
も
す
ぐ
に
硬
く
な
っ
て
し
ま
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う
の
で
、
杉
の
枝
に
刺
し
て
焚
火
で
炙
っ

て
食
べ
て
い
た
よ
う
で
す
」
と
岩
船
さ
ん
。

こ
れ
が
み
そ
づ
け
た
ん
ぽ
に
つ
な
が
る
。

ま
た
、
山
で
キ
ジ
や
ウ
サ
ギ
を
捕
ま
え
て

つ
く
る
鍋
に
、
手
折
っ
た
た
ん
ぽ
を
放
り

込
ん
だ
の
が
、
き
り
た
ん
ぽ
鍋
の
原
型
と

さ
れ
る
。

　
伏
流
水
が
育
む
米

　

こ
こ
で
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

古
く
か
ら
冷
害
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
東
北

地
方
で
米
は
貴
重
で
は
な
い
の
か
と
…
…
。

「
い
え
い
え
、
秋
田
は
昔
か
ら
稲
作
が
盛

ん
で
し
た
。
夏
は
気
温
が
上
が
り
ま
す
し
、

水
も
豊
富
で
す
」
と
岩
船
さ
ん
は
言
う
。

た
し
か
に
秋
田
地
方
は
豪
雪
・
寒
冷
で
あ

る
も
の
の
、
夏
季
は
暖
流
の
影
響
も
あ
っ

て
高
温
に
な
る
う
え
、
雪
は
豊
か
で
清
ら

か
な
伏
流
水
を
も
た
ら
す
。
天
候
さ
え
順

調
な
ら
ば
米
づ
く
り
に
適
し
て
い
る
の
だ
。

事
実
、
米
と
杉
と
金
銀
鉱
は
戦
国
時
代
か

ら
こ
の
地
の
三
大
資
源
と
み
な
さ
れ
て
い

た
。

　

金
な
ど
を
採
掘
す
る
鉱
山
も
ま
た
、
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。
鹿
角
市
に
は
7 

0 

8
年
（
和
銅
元
）
の
発
見
と
伝
わ
る
尾お

さ
り
ざ
わ

去
沢

鉱
山
が
あ
る
。
し
ょ
う
ゆ
を
こ
の
地
に
持

ち
こ
ん
だ
の
は
、
全
国
か
ら
こ
こ
に
集
ま

っ
た
鉱
員
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
鉱
山
の
お
か
げ
で
し
ょ
う
ゆ
と
い
う
新

し
い
食
文
化
が
入
り
、
今
の
き
り
た
ん
ぽ

鍋
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
は
み
そ
鍋

だ
っ
た
は
ず
で
す
」（
岩
船
さ
ん
）

　

史
跡 

尾
去
沢
鉱
山
の
米ま

い
た田

将ま
さ
よ
し好

係
長

は
「
実
は
尾
去
沢
鉱
山
こ
そ
が
き
り
た
ん

ぽ
発
祥
の
地
と
い
う
説
も
あ
る
の
で
す
」

と
明
か
す
。
坑
道
に
梁
を
架
け
る
た
め
、

木
を
伐
り
に
出
た
鉱
員
が
、
山
子
と
同
じ

よ
う
に
外
で
調
理
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
そ
の
証
拠
は
、
き
り
た
ん
ぽ
鍋
に
こ

ん
に
ゃ
く
が
必
ず
入
る
こ
と
。

「
当
時
、
こ
ん
に
ゃ
く
は
鉱
山
で
働
く
人

の
肺
に
よ
い
と
さ
れ
、
食
べ
る
こ
と
が
推

奨
さ
れ
て
い
た
の
で
す
」（
米
田
さ
ん
）。

　

鹿
角
市
が
〈
発
祥
の
地
〉
と
名
乗
る
の

は
、
隣
接
す
る
大
館
市
の
料
亭
が
「
こ
れ

は
鹿
角
市
の
ス
タ
イ
ル
」
と
明
言
し
て
し

ょ
う
ゆ
ベ
ー
ス
の
き
り
た
ん
ぽ
鍋
を
供
し

た
こ
と
。
そ
れ
が
秋
田
市
の
料
亭
に
伝
わ

り
、
さ
ら
に
県
内
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
と

い
う
経
緯
が
あ
る
。

　

岩
船
さ
ん
は
「
旬
の
と
き
に
食
べ
て
ほ

し
い
」
と
願
う
。
旬
は
秋
だ
。
新
米
が
出

回
り
、
き
の
こ
も
せ
り
も
豊
富
に
あ
る
。

市
内
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
き
り
た
ん
ぽ

料
理
を
提
供
す
る
店
が
並
ぶ
「
き
り
た
ん

ぽ
通
り
」
も
あ
る
。〈
発
祥
の
地
〉
の
味
を
、

ぜ
ひ
一
度
は
味
わ
っ
て
お
き
た
い
。

　
（
2 

0 

1  

5
年
8
月
27
〜
28
日
取
材
）

❶❷

❸❹

発祥の地 鹿角きりた
んぽ協議会の岩船勝
広会長

撮影に協力してくれた「郷土
料理 美ふじ」の加藤照子さん
（左）と安保（あんぼ）由貴
さん。加藤さんが手にするのは
がまの穂
鹿角市「きりたんぽ通り」にて

きりたんぽ鍋の基本的な食材。
上からせり、ねぎ、舞茸、比
内地鶏、ごぼう、こんにゃく
（糸こんにゃく）、きりたんぽ

たんぽの製造工程。炊
き立てのご飯❶を粘り
が出るくらいに機械で
潰す❷。おにぎり状にし
て杉の串に握りつけて
❸、火であぶる❹
撮影協力：栁田きりたんぽ店

史跡 尾去沢鉱山の内部。巨大な採掘
跡や当時の作業風景などが見られる

潰したご飯を握りつける杉の串。
始まりは杉の枝とされている

鹿角市内の水田。清らかで
豊かな伏流水が米を育む
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出る杭がつくる
「選ばれるまちづくり」

――石巻は人口減少社会の先端型か？
宮城県石巻市

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。専門は地域政策分析・マネ
ジメント。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、全国の人たち

から「選ばれるまち」にしようと、過去や前例にとらわれ

ない若者たちが奮闘している宮城県石巻市です。
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石
巻
で
の
幸
運
な
出
会
い

　

7
月
末
の
暑
い
日
に
石
巻
市
（
注
）
を

訪
れ
た
。
旅
は
最
初
に
出
会
っ
た
人
が
肝

心
だ
。
い
わ
ば
水
先
案
内
人
と
も
い
え
る

人
が
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
く
れ
る
と
、
旅

は
驚
き
に
満
ち
た
も
の
と
な
る
。
石
巻
市

復
興
ま
ち
づ
く
り
情
報
交
流
館
中
央
館

（
以
下
、
情
報
交
流
館
）
に
立
ち
寄
り
、
ま
ず

言
葉
を
交
わ
し
た
の
が
館
長
の
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
さ
ん
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
ま
さ
に
幸
運
だ
っ
た
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
さ
ん
は
石
巻
在
住
22
年
。

石
巻
専
修
大
学
で
英
語
を
教
え
て
い
た
。

被
災
し
て
も
本
国
に
戻
ら
な
か
っ
た
イ
ギ

リ
ス
人
と
し
て
地
元
で
は
有
名
な
方
だ
と

い
う
こ
と
は
、
帰
京
し
て
知
っ
た
。

「
今
、
石
巻
は
イ
タ
リ
ア
料
理
店
の
激
戦

地
で
す
。
7
〜
8
軒
は
あ
る
か
な
」
と
貴

重
な
情
報
を
教
え
て
く
れ
た
。
昨
年
来
た

と
き
は
夜
の
飲
食
店
を
探
す
の
に
苦
労
し

た
の
だ
が
、
回
復
が
進
ん
で
い
る
ら
し
い
。

「
石
巻
の
魅
力
は
何
で
す
か
？
」
と
伺
う

と
「
人
が
温
か
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一

員
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
ま
す
」。
さ

ら
に
興
味
深
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

「
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
地
震
が
な
い
レ

ン
ガ
文
化
で
、
同
じ
建
物
を
何
人
も
続
け

て
使
う
。
だ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
人
の
土
地
へ

の
愛
着
は
強
い
気
が
し
ま
す
」

　

愛
着
か
ぁ
。
人
が
あ
る
土
地
に
移
っ
て

き
た
り
、
出
て
行
く
の
は
、
仕
事
の
有
無

だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
「
愛
着
心
」
が
も

の
を
い
う
。「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
残
っ
た
若

い
人
が
住
み
着
い
て
い
る
例
も
出
て
き
て

い
ま
す
」
と
聞
く
と
、「
移
動
」
と
い
う
キ

ー
ワ
ー
ド
が
頭
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
た
。

　

人
を
受
け
入
れ
る
文
化
、
新
た
な
住
民

の
流
入
、
土
地
へ
の
愛
着
心
。
移
動
を
め

ぐ
る
文
化
か
ら
、
現
在
の
石
巻
が
わ
か
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
確
信
が
湧
い
て

き
た
。

全
国
と
同
じ
人
口
減
少
傾
向

　

今
、
政
府
は
人
口
減
少
を
重
要
政
策
課

題
と
し
て
掲
げ
、
全
国
自
治
体
に
そ
の
対

策
を
求
め
て
い
る
。
石
巻
市
は
震
災
で
大

き
な
被
害
を
受
け
た
が
、
他
の
地
方
都
市

と
同
様
1 

9 

9 

0
年
代
か
ら
人
口
減
少
も

続
い
て
い
た
。
2 

0 

0 

5
年
、
周
辺
6
町

と
の
合
併
を
経
て
、
10
年
経
っ
た
現
在
の

人
口
は
約
14
万
9 

0 

0 

0
人
だ
（
2 

0 

1 

5

年
7
月
末
時
点
）。

　

石
巻
市
の
仮
設
住
宅
入
居
者
は
1
万
1 

5 

2
名
（
4 

7 

9 

8
戸
。
石
巻
市
「
応
急
仮
設
住

宅
一
覧
等
」
2 

0 

1 

5
年
9
月
1
日
時
点
）。
こ

の
方
た
ち
が
入
居
す
る
災
害
公
営
住
宅
は

4 

5 

0 

0
戸
計
画
さ
れ
て
い
る
が
、
完
了

し
た
の
は
1 

3 

2 

4
戸
。
着
手
戸
数
が
3 

（注）

石巻市は幅広く、南は牡鹿半島、東は雄勝（おがつ）
町や北上町まで含む。今回扱うのは中央、立町、千
石町、といった中心市街地である。

石巻市立町にあるイタリア
ンレストラン「ダフ」の外観
と料理。市内には相次いで
イタリア料理店が出店して
いるそうだ

石巻市復興まちづくり情報交流
館中央館（写真下）の館長を務
めるリチャード・ハルバーシュタッ
トさん。震災後も石巻に留まった
ことで、地元の人とより深い関
係が築けたという

右：日和山公園から石巻市の
市街地と旧北上川を望む
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145,000

150,000

155,000

160,000

165,000
人

平
成
24
年

平
成
23
年

平
成
22
年

平
成
21
年

平
成
20
年

平
成
19
年

平
成
25
年

平
成
26
年

平
成
27
年

4 

2 

2
で
24 

%
が
未
着
手
の
状
態
で
あ
る

（
宮
城
県
「
復
興
の
進
捗
状
況
」
2 

0 

1 

5
年
8
月

11
日
よ
り
）。

　

公
営
住
宅
の
完
成
を
急
ぐ
こ
と
は
当
然

だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
人
口
減
少
し
て
い

く
な
か
で
、
ま
ち
の
生
活
水
準
を
ど
の
程

度
で
持
続
さ
せ
る
か
も
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。

　

公
営
住
宅
を
建
て
る
と
同
時
に
、
ま
ち

に
住
み
つ
づ
け
る
よ
う
な
魅
力
を
つ
く
ら

な
け
れ
ば
新
た
な
若
い
層
が
続
か
な
い
。

復
興
だ
け
で
は
な
く
、
人
口
減
少
の
観
点

か
ら
ま
ち
づ
く
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
訳
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

い
っ
た
い
石
巻
に
は
、
ど
の
よ
う
な
人

が
弾
み
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ち
を
動
か
す
人
が

変
わ
っ
て
き
た
？

　

そ
ん
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
ま
ち
を

歩
こ
う
と
思
う
と
、
早
く
も
昼
過
ぎ
だ
。

昨
年
は
仮
設
商
店
街
の
「
石
巻
ま
ち
な
か

復
興
マ
ル
シ
ェ
」（
以
下
、
復
興
マ
ル
シ
ェ
）
で

海
鮮
丼
を
食
べ
た
。
で
も
、
今
そ
こ
は
空

き
地
に
な
っ
て
い
る
。
仮
設
商
店
街
は
独

立
行
政
法
人 

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

の
事
業
で
、
昨
年
11
月
末
で
終
了
し
て
い

た
の
だ
。
今
は
情
報
交
流
館
の
隣
に
同
様

の
マ
ル
シ
ェ
「
橋
通
りC

O
M

M
O

N

」

が
で
き
て
お
り
、
ト
レ
ー
ラ
ー
ハ
ウ
ス
等

の
7
店
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
焼
き

鳥
丼
と
石
巻
焼
き
そ
ば
と
沖
縄
マ
ン
ゴ
ー

の
豆
乳
割
り
を
食
べ
た
の
だ
が
、
ど
う
も

昨
年
訪
れ
た
と
き
と
は
雰
囲
気
が
違
う
。

　

店
主
た
ち
が
若
い
の
だ
。

　

20
歳
代
と
お
ぼ
し
き
二
軒
の
店
主
男
女

に
声
を
か
け
る
と
、
と
も
に
沖
縄
か
ら
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
や
っ
て
き
て
石
巻
に
住
み

着
い
た
と
い
う
。

「
知
り
合
い
に
す
ぐ
に
会
う
し
、
大
き
す

ぎ
な
い
と
こ
ろ
が
い
い
で
す
よ
。
住
み
心

地
も
い
い
し
。
な
ん
か
沖
縄
の
人
と
石
巻

の
人
は
気
質
が
似
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と

話
し
て
く
れ
た
。

　

広
場
で
食
べ
て
い
る
と
、
結
構
若
い
人

た
ち
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
や
っ
て

く
る
。

　

昨
年
見
聞
し
た
復
興
マ
ル
シ
ェ
は
「
地

元
の
飲
食
店
と
観
光
客
」
が
集
う
場
だ
っ

た
の
だ
が
、
こ
こ
は
「
外
か
ら
や
っ
て
来

た
若
い
新
規
開
業
者
と
石
巻
が
好
き
な
人

た
ち
」
と
い
う
関
係
と
な
っ
て
い
る
。

　

雰
囲
気
が
違
う
の
も
当
然
だ
。
ま
ち
の

プ
レ
イ
ヤ
ー
が
変
化
し
て
い
る
の
だ
。

　

そ
の
よ
う
な
目
で
周
辺
を
歩
く
と
、
公

営
住
宅
と
と
も
に
一
般
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

も
売
り
出
さ
れ
て
い
る
。
モ
デ
ル
ル
ー
ム

の
人
に
成
約
率
を
聞
く
と
7
割
だ
と
い
う
。

「
石
巻
の
一
人
当
た
り
の
ス
ナ
ッ
ク
店
舗

図 石巻市の人口推移
震災の影響はもちろん大きいものの、震災前から人口が減少していた
ことがわかる
出典：宮城県統計資料より筆者作成

惜しまれつつ 2014年 11月に閉店した仮設商店街「石巻まちなか
復興マルシェ」（2014年 6月 14日 筆者撮影）

橋通りCOMMONのトレー
ラーハウスで飲食店を営む
東恩納寛武さん（ひがしおん
な ひろむ）。沖縄の今帰仁村
（なきじんそん）出身。橋通
りCOMMONの出店者代
表も務める

橋通りCOMMONでいた
だいた昼食メニュー。右は石
巻焼きそばとマンゴーの豆
乳割り、左は焼き鳥丼とマン
ゴージュース
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数
は
日
本
一
だ
」
と
い
う
人
も
い
る
の
だ

が
、
た
し
か
に
ス
ナ
ッ
ク
も
夜
は
賑
や
か

に
営
業
し
て
い
る
。

　

地
方
で
よ
く
見
る
「
住
宅
化
し
つ
つ
あ

る
中
心
市
街
地
」
に
戻
っ
て
き
て
い
る
。

そ
う
、
私
に
は
思
え
た
。

　

で
も
「
沖
縄
と
石
巻
が
似
て
い
る
」
と

は
、
ど
う
い
う
意
味
だ
？

若
い
個
店
経
営
者
を
集
め
る

「『
橋
通
りC

O
M

M
O

N

』
の
土
地
は
、

こ
ち
ら
で
用
意
し
ま
し
た
」
と
話
す
の
は
、

石
ノ
森
萬
画
館
の
指
定
管
理
者
も
任
さ
れ

て
い
る
「
株
式
会
社
街
づ
く
り
ま
ん
ぼ

う
」
課
長
の
大
森
盛
太
郎
さ
ん
だ
。
こ
の

ま
ち
づ
く
り
会
社
は
2 

0 

0 

1
年
、
中
心

市
街
地
活
性
化
の
た
め
に
T 

M 

O 

（
タ
ウ

ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
と
し

て
誕
生
し
た
。

　

大
森
さ
ん
は
生
粋
の
石
巻
人
。

「
復
興
マ
ル
シ
ェ
は
昨
年
11
月
30
日
で
閉

め
た
ん
で
す
。
で
も
定
住
と
交
流
の
た
め

に
も
賑
わ
い
は
必
要
で
し
た
。
そ
こ
で
民

有
地
を
借
り
て
、
ト
レ
ー
ラ
ー
ハ
ウ
ス
を

東
京
か
ら
も
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
チ
ャ
レ

ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
、
石
巻
で
店
を
始

め
た
い
人
を
集
め
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
残
っ
て
い
た
人
も
多
い
。

昨
年
ま
で
の
仮
設
商
店
街
は
、
原
則
被
災

者
の
店
舗
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
橋
通
り

C
O

M
M

O
N

は
、
い
ろ
い
ろ
な
チ
ャ
ン

ス
を
見
い
だ
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
若
い

人
が
入
っ
て
い
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
ま

ち
づ
く
り
会
社
と
し
て
は
意
味
が
な
い
で

す
か
ら
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、
橋
通
りC

O
M

M
O

N

は

や
る
気
の
あ
る
若
い
人
の
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
場
だ
っ
た
の
だ
。

 

「
復
興
の
過
程
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
た

く
さ
ん
行
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
話
し
や

す
い
け
れ
ど
物
事
が
動
か
な
い
。
言
葉
に

出
す
こ
と
は
大
事
だ
け
ど
、
そ
れ
以
上
に

ま
ず
自
分
た
ち
で
や
っ
て
み
な
い
と
だ
め

で
し
ょ
う
と
い
う
行
動
力
の
あ
る
方
が
出

て
き
た
。
そ
う
い
う
方
が
中
心
に
動
い
て

い
る
の
が
石
巻
の
現
状
で
す
」

　

大
森
さ
ん
も
そ
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
の

一
人
な
の
だ
ろ
う
。
現
在
、
街
づ
く
り
ま

ん
ぼ
う
で
は
生
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
旧
北
上

川
沿
い
に
つ
く
る
計
画
を
進
め
て
い
る
。

フ
ラ
ッ
ト
な
場
を
つ
く
り
た
い

　

そ
の
石
巻
に
は
全
国
的
に
見
て
も
ユ
ニ

ー
ク
な
ま
ち
づ
く
り
団
体
が
あ
る
。「
一
般

社
団
法
人ISH

IN
O

M
A

K
I　

2.0

」（
以
下
、

石
巻
2.0
）
だ
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
H 

P
）
に

は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
石
巻
は
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
3
・ 

11

橋通りCOMMONを仕掛けた株式会社 街づく
りまんぼうの課長を務める大森盛太郎さん（せい
たろう）。下は周辺の再整備が進む石ノ森萬画館

橋通りCOMMONでオ
リジナル料理を供する徳
竹奈央さん（とくたけ な
お）。長野出身だが沖縄
に移住。震災を機にボラ
ンティアとして石巻へや
ってきた

夜の橋通りCOMMON。
顔なじみが多いのだろう、
店主とお客との距離が
近い
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前
の
状
態
に
戻
す
な
ん
て
考
え
な
い
。
昨

日
よ
り
今
日
よ
り
、
明
日
を
良
く
し
た
い
。

自
由
闊
達
な
石
巻
人
の
D 

N 

A 

で
、
全
く

新
し
い
石
巻
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。

石
巻
2.0
。
私
た
ち
は
新
し
い
石
巻
を
、
草

の
根
的
に
つ
く
り
ま
す
。」

　

代
表
理
事
は
松
村
豪
太
さ
ん
。
大
森
さ

ん
の
2
歳
先
輩
だ
。

　

石
巻
の
魅
力
は
何
で
す
か
と
、
ま
ず
は

お
決
ま
り
の
質
問
を
し
た
。

「
フ
ラ
ッ
ト
に
も
の
を
考
え
た
り
、
つ
な

が
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が

あ
る
。
そ
れ
と
2 

0 

1 

1
年
だ
け
で
延
べ

28
万
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
来
て
い
ま
す
。

残
っ
て
い
る
人
、
あ
る
い
は
い
っ
た
ん
離

れ
た
け
れ
ど
戻
っ
て
き
た
、
あ
る
い
は
戻

っ
て
き
た
い
と
い
う
人
が
相
当
数
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
の
団
体
で
顔
を
思
い
出
し
な
が

ら
数
え
て
も
3 

0 

0
人
ぐ
ら
い
の
人
が
移

住
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
数

字
で
す
。
彼
ら
が
こ
の
ま
ち
の
可
能
性
で

す
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。

　

フ
ラ
ッ
ト
に
ゆ
る
く
つ
な
が
る
た
め
に

は
、
共
通
の
居
場
所
が
必
要
に
な
る
。
松

村
さ
ん
は
「
最
小
限
の
構
成
要
素
は
テ
ー

ブ
ル
、
イ
ス
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
3

つ
」
と
言
う
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た

「IR
O

R
I

」
と
呼
ぶ
事
務
所
ス
ペ
ー
ス
は
、

元
は
ガ
レ
ー
ジ
。
そ
こ
に
1
時
間
ほ
ど
い

た
の
だ
が
、
十
数
人
の
方
が
出
入
り
し
た
。

弁
当
を
食
べ
た
り
、
P 

C
を
開
い
た
り
と
、

コ
モ
ン
ズ
的
雰
囲
気
で
気
持
ち
い
い
。

石
巻
を
選
ん
で
住
む

「
人
の
誘
致
」

　

松
村
さ
ん
は
「
人
の
誘
致
」
と
い
う
言

葉
を
使
う
。
人
口
を
増
や
す
た
め
に
企
業

や
工
場
を
誘
致
す
る
の
は
定
石
だ
が
、「
そ

れ
は
望
ん
で
石
巻
に
来
る
人
で
は
な
い
。

そ
ん
な
人
が
1 

0 

0 

0
人
来
て
も
意
味
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
を
選
ん
で
住

む
人
が
大
事
で
す
。
極
端
に
い
え
ば
ス
テ

ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
の
よ
う
な
天
才
が
一

人
、
こ
こ
を
気
に
入
っ
て
住
む
こ
と
の
方

が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
。
で
す
か
ら
変

わ
っ
た
人
が
こ
の
ま
ち
を
楽
し
め
る
、
住

み
た
い
と
思
わ
せ
る
。
そ
れ
を
考
え
て
い

ろ
い
ろ
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
な
っ
て
い

ま
す
」
と
言
う
。

「
選
択
的
に
住
む
」
の
が
重
要
だ
と
い
う

の
だ
。
人
の
誘
致
の
た
め
に
は
、
魅
力
を

提
供
す
る
ソ
フ
ト
が
必
要
だ
。
そ
こ
で
、

石
巻
2.0
に
は
多
数
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
つ

な
が
っ
て
い
る
。
H 

P
を
見
る
と
わ
か
る

が
、
例
え
ば
ソ
フ
ト
開
発
を
行
っ
て
い
る

「
イ
ト
ナ
ブ
石
巻
」、
空
き
家
支
援
の
「
石

巻
2.0
不
動
産
」、
か
っ
こ
い
い
漁
師
を
募

集
し
て
空
き
家
を
拠
点
と
し
て
生
業
を
つ

く
る
「T

R
IT

O
N

 PR
O

JEC
T

」。
三
陸

3 一般社団法人 ISHINOMAKI　2.0の代表理事を務める松村豪太さん。「震
災を機に石巻に住みはじめた人たちがこの街の可能性」と語る
4 オープンシェアオフィス「IRORI」。ガレージというストックを活かしたこうした
場の設置も「人の誘致」を促す
5 石巻のさまざまな活動が記された「IRORI」のホワイトボード。ここを訪れた人
に新しい情報を常に伝えている

1 石巻駅前にある新築分譲マン
ション「石巻テラス」のモデルル
ーム。成約率は順調に上がってい
るという
2 モデルルーム内に展示してい
る石巻中心部の新築物件情報。
住宅化は着々と進んでいる

1

2

3

4 5
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の
食
を
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
な
げ
る
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
行
な
う
「
ま

き
ビ
ズ
」。

　

お
も
し
ろ
い
地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
マ

ル
チ
で
行
な
え
ば
、
身
の
丈
に
合
っ
た
事

業
が
で
き
る
し
魅
力
も
生
み
出
せ
る
。

川
の
文
化
と
海
の
文
化
？

　

石
巻
で
の
旅
は
、
こ
の
地
の
来
歴
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
。
河
口
港
に
堆
積
す
る
砂
、

外
洋
か
ら
の
津
波
・
高
波
と
闘
い
な
が
ら

も
、
北
上
川
舟
運
の
拠
点
と
し
て
、
ま
た

戦
後
に
は
水
産
加
工
の
拠
点
と
し
て
栄
え

さ
せ
た
石
巻
の
人
々
。

　

治
水
を
こ
ら
し
農
業
用
水
、
工
業
用
水
、

生
活
用
水
な
ど
が
流
域
を
潤
す
の
が
「
川

の
文
化
」
と
す
れ
ば
、
舟
運
、
港
湾
、
市

場
、
水
産
資
源
管
理
な
ど
は
沿
岸
を
潤
す

「
海
の
文
化
」
と
も
い
え
る
。
前
者
は
広

域
定
住
の
色
が
強
く
、
後
者
は
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
的
で
移
動
の
色
が
濃
い
。
港
と
い
う

場
は
ま
さ
に
海
の
文
化
の
拠
点
で
、
高
い

水
産
加
工
技
術
を
も
っ
て
い
る
な
ど
、
選

ば
れ
る
価
値
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
船
は

寄
り
つ
か
な
い
。
今
回
伺
っ
た
石
巻
の

人
々
の
考
え
方
は
、
被
災
に
よ
る
断
絶
を

抱
え
な
が
ら
も
移
動
を
資
源
に
す
る
港
の

人
々
の
文
化
を
連
綿
と
受
け
継
い
で
い
る

よ
う
に
思
え
た
の
だ
。

　

全
国
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
者
と
い
う

大
規
模
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
移
動
者
の
力

を
借
り
て
回
復
を
進
め
、「
選
ば
れ
る
ま

ち
」
を
つ
く
り
、
定
住
を
促
進
す
る
。
そ

れ
は
、
船
に
選
択
さ
れ
る
港
の
よ
う
な
ま

ち
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
何
代

も
住
み
続
け
る
定
住
者
が
「
変
わ
ら
ぬ
ま

ち
」
を
つ
く
っ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
の

だ
ろ
う
。

　

海
の
文
化
vs
川
の
文
化
。
こ
う
思
い
至

っ
た
と
き
、「
沖
縄
と
石
巻
が
似
て
い
る
」

と
話
し
た
若
い
店
主
た
ち
の
心
の
意
味
が
、

自
分
な
り
に
わ
か
っ
た
気
が
し
た
。

　

海
の
文
化
・
石
巻
の
「
選
ば
れ
る
ま
ち

づ
く
り
」
は
、「
変
わ
ら
ぬ
ま
ち
」
の
先
に

あ
る
人
口
減
少
社
会
の
先
端
ケ
ー
ス
と
な

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　

出
る
杭
と
な
る
人
々
と
外
か
ら
の
人
々

が
フ
ラ
ッ
ト
に
つ
な
が
る
と
、
新
世
代
の

魅
力
が
生
ま
れ
移
動
が
起
き
る
。
そ
の
た

め
に
は
小
さ
い
け
ど
お
も
し
ろ
い
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
マ
ル
チ
で
進
め
る
こ
と
が
重
要
。

　
（
2 

0 

1  

5
年
7
月
26
〜
27
日
取
材
）

7 取材時は「ISHINOMAKI STAND UP WEEK 2015」の期間中。
「世界で一番面白いまちを作ろう。」をテーマに 2011年から毎夏開催。
石巻の未来づくりが凝縮されたイベントだ　
8 画家の吉本伊織さんが石巻の風景を描いた全長 27mの壁面に、訪
れた人が石巻への願いを短冊に描いて壁に掲げる参加型アート「七夕に
願いを」　
9 三陸産 ｢ホヤ｣ とおっぱいを風船でオマージュした「HOYAPAI」の
会場

6 イタリアン、フレンチ料理などの飲食店やシェアハウ
スからなる複合施設「COMICHI（コミチ）石巻」。
2015年 9月 27日にオープンした

67

8

9
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鷲羽岳
2924m
▲

▲
薬師岳
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坂本 貴啓 さん
さかもと たかあき

筑波大学大学院 
システム情報工学研究科 博士後期課程 
構造エネルギー工学専攻 在学中

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、川に興味を持ちはじめ、川に青春を捧げる。高校
時代にはY N H C（青少年博物学会）、大学時代にはJ O C
（Joint of College）を設立。白川直樹研究室『川と
人』ゼミ所属。河川市民団体の活動が河川環境改善に
対する潜在力をどの程度持っているかについて研究中。

【黒部川流域の地図】
国土地理院基盤地図情報「富山県、新潟県、長野県、岐
阜県」及び、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）、ダムデータ（平
成 17年）、鉄道データ（平成 26年）」より編集部で作図
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平27情
使、 第 514号）

恐ろしくも美しい魔性の川
黒部川
（富山県）

坂本クンと行く川巡り  第8回  
Go ! Go ! 109水系

川系男子 坂本貴啓さんの

案内で、編集部の面々が

全国の一級河川「109水

系」を巡り、川と人とのかか

わりを探りながら、川の個性

を再発見していく連載です。川名の由来【黒部川】
水源を長野、富山県境に聳える鷲羽岳に発し三十あまり
の川と合流し黒部市、入善町境で富山湾に注ぐ川。
クロベは「クンネベツ」でクンネは暗い、黒の意、ベツ
は川の意。アイヌ語のグルベツ（魔の川）また、黒部奥
山のねずこに由来するという説もある。

109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。
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魔
性
の
美
し
さ

　

黒
部
川
の
流
域
は
、
迫
力
あ
る
放
水
で

知
ら
れ
る
黒
部
ダ
ム
、
黒
部
川
峡
谷
沿
い

の
宇う

な
づ
き

奈
月
温
泉
、
黒
部
川
扇
状
地
の
湧
水

群
な
ど
が
あ
り
、
観
光
地
と
し
て
も
有
名

で
す
。
あ
る
水す

い
も
ん
が
く
し
ゃ

文
学
者
は
「
黒
部
に
1
週

間
滞
在
し
て
現
地
の
水
を
飲
み
つ
づ
け
る

と
、
体
の
内
側
か
ら
自
身
の
体
が
浄
化
さ

れ
て
い
く
よ
う
な
感
覚
に
な
る
」
と
称
す

る
ほ
ど
で
す
。

　

人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
黒
部
川
は

「
美
の
川
」
と
い
え
ま
す
が
、
私
は
も
う

一
つ
忘
れ
て
は
い
け
な
い
側
面
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。「
魔
性
の
川
」
と
し
て
の

性
質
で
す
。
そ
れ
は
、
黒
部
川
流
域
の
気

象
と
地
形
を
見
る
と
一
目
瞭
然
で
す
。

　

黒
部
川
流
域
は
3 

0 

0 

0
m
級
の
山
々

を
水
源
と
し
、
流
域
の
80
％
が
山
岳
地
帯

を
流
れ
て
い
ま
す
。
上
流
域
で
は
雨
や
雪

が
多
く
、
年
平
均
降
水
量
が
4 

0 

0 

0
㎜

を
超
え
ま
す
。
急
流
河
川
に
豊
富
な
水
が

常
に
流
れ
る
た
め
、
ひ
と
た
び
雨
が
降
れ

ば
山
々
の
土
砂
を
削
り
落
と
し
峡
谷
に
押

 黒部川
 水系番号  ： 38
 都道府県  ： 富山県
 源流  ： 鷲羽岳（2924 ｍ） 
 河口  ： 日本海  
 本川流路延長  ： 85 km 59位／ 109

 支川数  ： 25河川 94位／ 109

 流域面積  ： 682 km2 81位／ 109

 流域耕地面積率  ： 0.2 ％ 109位／ 109

 流域年平均降水量  ： 3997.90 mm 1位／ 109

 基本高水流量  ： 7200 m3/ s 43位／ 109

 河口の基本高水流量  ： 7362 m3/ s 57位／ 109

 流域内人口  ： 1727人 109位／ 109

 流域人口密度 ： 3人 / km2 109位／ 109

（基本高水流量観測地点：愛本〈河口から13.4km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）
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）

写真：欅平駅そばの黒部川。中流域でもこの険
しさである。上流域はまったく人を寄せつけない

し
流
す
剛
力
と
、
下
流
の
扇
状
地
帯
を
い

と
も
簡
単
に
飲
み
こ
む
氾
濫
ぶ
り
を
発
揮

し
ま
す
。

　

こ
れ
こ
そ
が
黒
部
川
の
も
う
一
つ
の
姿

で
す
。
し
か
し
、
人
々
は
魔
性
の
性
質
に

立
ち
向
か
っ
て
き
ま
し
た
。
黒
部
ダ
ム
を

は
じ
め
と
す
る
電
源
開
発
、
扇
状
地
の
流

水
客き

ゃ
く
ど土

、
黒
部
川
の
治
水
の
術
。
ど
れ
を

と
っ
て
も
困
難
を
極
め
た
大
事
業
で
す
。

　

今
回
は
魔
性
の
川
、
黒
部
川
と
人
々
が

ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
か
に
つ
い

て
探
っ
て
い
き
ま
す
。
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峡
谷
に
道
を
通
し
た

想
像
力
と
執
念

　

黒
部
ダ
ム
の
建
設
が
大
事
業
だ
っ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
理

由
を
ご
存
じ
で
す
か
？ 

山
奥
に
ど
う
や

っ
て
大
量
の
資
材
を
運
ん
だ
か
想
像
し
て

く
だ
さ
い
。
実
は
、
ダ
ム
そ
の
も
の
を
つ

く
る
こ
と
と
同
じ
く
ら
い
、
道
を
確
保
す

る
こ
と
は
困
難
で
し
た
。

　

当
初
、
ダ
ム
建
設
に
必
要
な
ア
ク
セ
ス

道
が
い
く
つ
か
使
わ
れ
ま
し
た
。
黒
部
ダ

ム
に
行
く
に
は
長
野
県
側
か
ら
の
大
町
ル

ー
ト
と
富
山
県
側
か
ら
の
立
山
ル
ー
ト
、

そ
し
て
富
山
県
宇
奈
月
か
ら
の
「
黒
部
ル

ー
ト
」
で
す
。
当
初
は
ど
ち
ら
も
ダ
ム
建

設
の
資
材
運
搬
路
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し

た
が
、
立
山
ル
ー
ト
と
大
町
ル
ー
ト
は
現

在
観
光
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

雪
深
い
た
め
冬
場
は
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。
そ

こ
で
、
黒
部
ダ
ム
を
通
年
管
理
す
る
た
め

に
使
わ
れ
る
の
が
「
黒
部
ル
ー
ト
」
で
す
。

通
常
は
工
事
関
係
者
専
用
で
す
が
、
夏
か

ら
秋
に
か
け
て
関
西
電
力
の
主
催
で
「
黒

部
ル
ー
ト
見
学
会
」
が
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

黒
部
ダ
ム
関
連
施
設
を
管
理
す
る
関
西

電
力
北
陸
支
社
の
谷
本
悟
さ
ん
に
、
黒
部

ル
ー
ト
を
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
黒
部
ル
ー
ト
は
黒
部
ダ
ム
か
ら
欅

け
や
き
だ
い
ら

平
ま

で
の
ル
ー
ト
で
、
欅
平
か
ら
は
黒
部
川
に

沿
っ
て
宇
奈
月
ま
で
冬
期
歩
道
が
通
っ
て

い
て
、
管
理
者
が
年
中
利
用
で
き
ま
す
。

こ
の
道
を
通
じ
、
黒
部
峡
谷
沿
い
に
あ
る

各
発
電
所
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
で
す
。
欅

平
ま
で
の
ル
ー
ト
は
、
ダ
ム
の
右
岸
側
の

入
口
か
ら
ト
ン
ネ
ル
で
潜
り
、
専
用
バ
ス
、

イ
ン
ク
ラ
イ
ン
、
上
部
専
用
鉄
道
を
乗
り

継
ぎ
、
欅
平
へ
到
着
し
ま
す
。
皆
さ
ん
、

は
ぐ
れ
ず
に
付
い
て
き
て
く
だ
さ
い
ね
」

　

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
り
、
い
よ
い
よ
出

発
で
す
。 

数
多
く
の
イ
ン
フ
ラ
設
備
が
張

り
巡
ら
さ
れ
、
複
数
に
分
岐
し
た
道
が
広

が
る
様
は
ま
る
で
地
底
都
市
で
す
。

「
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
と
は
貨
物
運
搬
用
の
ケ

（注 1）

『高熱隧道（こうねつずいどう）』は吉村昭の長編小説。
1967年（昭和 42）に刊行された。

1 富山県黒部市の欅平から仙人谷まで黒部川上
流沿いに約 13 km にわたって延びる「水平歩道
（すいへいほどう）」。岩盤をくり抜いた絶壁にある
ため、ひとたび転落すると命にかかわる事故となっ
た　『土木建築工事画報』第 16巻 2号［昭和 15年］表紙

写真「黒部の峻嶮、工事用機運搬」　写真提供：土木学会
土木図書館　2 峡谷の景観維持のために行なわれる
「観光放水」。黒部ダムは河口から約55kmの地
点にある　3 黒部ダムのレストハウスが提供する
「黒部ダムカレー」。アーチ式ダムの特徴をよく表
している。今では長野県大町市のさまざまな店舗
で食べられ、ご当地グルメとなりつつある　4 関西
電力株式会社 北陸支社 コミュニケーション統括
グループの谷本悟さん

5・6・7 SF映画に出てく
るようなフォルムのインクラ
イン。標高差456mを20
分かけてゆっくり下りてい
く。1959年（昭和34）の
竣工。黒部川第四発電所
を建設するための運搬用と
してつくられた　8・9 自然
環境を守るため、すべて地
下式になっている黒部川第
四発電所。水圧鉄管（導
水管）からの水を受けて巨
大な水車を回して発電する

12

3

4

5

6 7

10

98

11

12

10・11 黒部川第四発電所から下流には上部専用鉄道で下りる。最初はひんや
りした地下道だが、熱気がこもる『高熱隧道』も通る　12 欅平からは黒部峡谷
鉄道で地上を行く。峡谷美とともに発電所やダムが楽しめる
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ー
ブ
ル
カ
ー
の
こ
と
。
34
度
の
角
度
の
レ

ー
ル
を
上
り
下
り
し
ま
す
。
こ
の
ト
ン
ネ

ル
の
横
に
は
47
・
2
度
の
角
度
で
、
黒
部

ダ
ム
か
ら
の
水
圧
鉄
管
も
通
っ
て
い
ま

す
」

　

車
体
の
前
面
の
窓
か
ら
下
の
様
子
を
見

る
と
、
ま
る
で
地
下
空
間
に
吸
い
込
ま
れ

て
い
く
よ
う
で
す
。
イ
ン
フ
ラ
好
き
に
は

た
ま
ら
な
い
乗
り
物
。
下
っ
て
い
る
間
、

私
の
心
は
歓
喜
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
し

た
。

　

イ
ン
ク
ラ
イ
ン
を
下
る
と
、
黒
部
川
第

四
発
電
所
が
あ
り
ま
す
。
設
備
の
す
べ
て

が
地
下
空
間
に
あ
る
全
地
下
式
発
電
所
で

す
。
地
下
道
の
み
な
ら
ず
、
突
如
巨
大
な

地
下
迷
宮
が
姿
を
現
し
た
こ
と
で
、
私
の

興
奮
は
最
高
潮
に
達
し
ま
し
た
。

　

谷
本
さ
ん
の
案
内
は
続
き
ま
す
。

「
黒
部
川
第
四
発
電
所
よ
り
先
（
下
流
）

へ
移
動
す
る
に
は
専
用
ト
ロ
ッ
コ
電
車

（
上
部
専
用
鉄
道
）
を
使
い
ま
す
。
小
説
（
注

1
）
に
も
な
っ
た
『
高こ

う
ね
つ
ず
い
ど
う

熱
隧
道
』
と
い
う

火
山
熱
の
あ
る
区
域
を
通
る
の
で
熱
に
強

い
車
体
で
す
。
か
つ
て
隧
道
を
掘
り
進
む

際
、
熱
さ
の
た
め
後
方
か
ら
水
を
か
け
な

が
ら
掘
り
進
め
た
そ
う
で
す
。
大
町
ト
ン

ネ
ル
の
破
砕
帯
の
工
事
で
は
冷
水
が
吹
き

出
し
苦
労
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
熱
さ

に
苦
し
ん
だ
の
で
す
」

　

熱
さ
と
寒
さ
に
苛さ

い
な

ま
れ
な
が
ら
掘
り
進

め
る
の
が
い
か
に
大
変
か
、
ト
ン
ネ
ル
の

各
所
に
先
人
の
苦
労
が
偲
ば
れ
ま
す
。

　

暗
く
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
、
欅
平
ま

で
出
て
き
ま
し
た
。
欅
平
か
ら
は
地
上
で
、

黒
部
川
を
横
目
に
黒
部
峡
谷
鉄
道
で
下
り
、

途
中
に
あ
る
発
電
所
や
ダ
ム
を
多
く
確
認

で
き
ま
し
た
。
宇
奈
月
ま
で
下
っ
た
と
こ

ろ
で
谷
本
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
非
常
に
険
し
い
地
域
で
は
あ
り
ま
す
が
、

大
き
な
水
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
川

で
も
あ
り
、
関
西
の
電
力
の
安
定
供
給
に

重
要
な
川
で
す
。
わ
れ
わ
れ
現
在
の
電
気

事
業
者
は
、
こ
の
先
人
が
つ
く
っ
た
大
切

な
設
備
を
守
っ
て
い
く
こ
と
に
強
い
使
命

感
を
も
っ
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す
」

　

人
を
寄
せ
つ
け
な
か
っ
た
こ
の
険
し
い

峡
谷
を
見
て
、「
こ
こ
か
ら
多
く
の
電
気
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
経
済
発
展
へ
の

未
来
の
希
望
を
描
い
た
想
像
力
と
、「
ど
ん

な
困
難
も
乗
り
越
え
電
源
開
発
を
成
功
さ

せ
る
」
と
峡
谷
に
道
を
通
す
こ
と
を
決
し

て
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
先
人
た
ち
に
、
た

だ
た
だ
敬
意
を
表
す
る
ば
か
り
で
す
。

水
の
力
で
山
土
砂
を
扇
状
地
へ

　

黒
部
ダ
ム
か
ら
黒
部
川
の
峡
谷
沿
い
を

下
っ
て
く
る
と
、
愛
本
地
区
か
ら
急
に
視

界
が
開
け
ま
す
。
黒
部
川
扇
状
地
で
す
。

渓
谷
の
岩
々
を
激
し
い
流
れ
が
削
り
取
り
、

土
砂
を
富
山
湾
ま
で
運
ん
で
い
き
ま
す
。

こ
の
土
砂
が
長
い
時
間
か
け
て
堆
積
し
て

で
き
た
の
が
黒
部
川
扇
状
地
で
す
。
愛
本

地
区
を
要
と
し
て
左
右
60
度
に
開
く
扇
状

地
は
自
然
が
つ
く
り
出
し
た
地
形
美
で
す
。

　

扇
状
地
は
地
下
に
水
を
浸
透
さ
せ
や
す

く
地
下
水
が
豊
富
で
、
自じ

ふ
ん
せ
い

噴
井
が
数
多
く

存
在
し
ま
す
。
一
方
で
地
下
に
浸
透
し
や

す
い
性
質
か
ら
、
水
は
け
が
よ
す
ぎ
て
農

業
に
は
不
適
な
面
も
あ
り
ま
し
た
。

　

黒
部
川
扇
状
地
の
農
業
水
利
に
つ
い
て

黒
部
川
扇
状
地
研
究
所
の
事
務
局
次
長
、

広
田
登
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
黒
部
川
扇
状
地
の
水
田
は
玉た

ま
い
し石

混
じ
り

の
砂
地
の
た
め
、
水
が
浸
透
し
や
す
い
状

態
。
で
す
か
ら
大
量
の
水
を
灌
漑
す
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
険
し
い
渓
谷

か
ら
の
冷
水
で
水
田
の
水
の
温
度
が
上
が

ら
ず
、
稲
は
冷
水
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

そ
こ
で
古
い
扇
状
地
帯
の
山
か
ら
赤
土
を

掘
り
出
し
、
そ
れ
を
水
に
溶
か
し
泥
水
を

つ
く
っ
て
用
水
路
か
ら
水
田
に
流
し
、
地

下
に
水
が
浸
み
込
み
に
く
い
土
壌
を
つ
く

り
ま
し
た
。
こ
の
方
法
を
『
流
水
客
土
』

と
い
い
ま
す
。
こ
れ
で
冷
水
被
害
が
減
り
、

米
の
収
穫
量
が
増
え
ま
し
た
」

　

大
量
の
土
砂
を
、
用
水
路
と
木も

く
ひ樋

を
使

っ
て
扇
状
地
の
広
範
囲
に
移
動
さ
せ
た
壮

大
な
ス
ケ
ー
ル
の
発
想
力
。
扇
状
地
を
穀

倉
地
帯
に
変
え
た
技
術
に
感
動
し
ま
し
た
。

13 扇状地を案内して
くれた黒部川扇状地研
究所 事務局次長の広
田登さん　
14 黒部川右岸の入善
（にゅうぜん）町は伏流
水が豊富。「黒部川扇
状地湧水群」として名
水百選に指定されてい
る（高瀬湧水の庭）

15 どやまらんど明日（あけ
び）キャンプ場付近に残る
「流水客土」の採土跡。黒
部市宇奈月町明日土山（ど
やま）という地名からも赤
土を運び出した歴史が垣
間見える　
16 ハバと呼ばれる古い河
岸段丘から崖下の合口用
水路を越えて水田まで赤
土を運んだ水路跡。ここは
コンクリート製で、合口用
水路の上は木樋で通して
いたそうだ　
写真提供：黒部川扇状地研究所

17 扇状地のなかにも古い
段丘がいくつかある。写真
は下山芸術の森 発電所美
術館の展望塔から見た段
丘と散居村

13

14

1516

17
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急
流
河
川
の
治
水
の
術す

べ

　

黒
部
川
の
降
水
量
と
急
勾
配
は
電
源
開

発
と
い
う
恩
恵
を
も
た
ら
し
ま
す
が
、
洪

水
も
多
く
起
こ
し
ま
し
た
の
で
、
昔
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
治
水
の
術
が
な
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
な
い
時
代
は
丸

太
を
組
ん
だ
「
川
倉
」
や
「
蛇じ

ゃ
か
ご籠

」
と
呼

ば
れ
る
も
の
を
河
道
に
入
れ
、
川
岸
に
水

が
当
た
る
の
を
防
ぐ
努
力
を
行
な
い
ま
し

た
が
、
日
本
屈
指
の
暴
れ
川
を
制
御
す
る

の
は
困
難
で
し
た
。

　

明
治
時
代
に
は
お
雇
い
外
国
人
の
オ
ラ

ン
ダ
人
技
師
、
ヨ
ハ
ニ
ス
・
デ
・
レ
イ
ケ

（
注
2
）
に
よ
り
治
水
事
業
が
行
な
わ
れ
ま

し
た
。 

デ
・
レ
イ
ケ
は
治
水
事
業
に
霞

か
す
み
て
い堤

を
採
用
し
ま
す
。
霞
堤
と
は
急
流
河
川
で

使
わ
れ
る
治
水
の
術
。
こ
ま
切
れ
の
連
続

し
て
い
な
い
堤
防
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
二

重
に
重
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
洪
水
の

際
、
堤
防
の
切
れ
目
か
ら
水
を
上
流
方
向

に
逆
流
さ
せ
、
一
時
的
に
水
を
溜
め
て
勢

い
を
弱
め
、
ま
た
元
の
流
れ
に
戻
す
し
く

み
で
す
。
黒
部
川
の
霞
堤
は
洪
水
の
氾
濫

を
1
カ
所
だ
け
で
処
理
す
る
の
で
は
な
く
、

流
域
全
体
を
考
慮
し
て
機
能
す
る
よ
う
設

置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
以
降
、
黒
部
川
は
県
の
管
理

で
し
た
が
、
1 

9 

3 

4
年
（
昭
和
9
）
7
月

に
大
洪
水
に
な
り
、
多
く
の
被
害
を
受
け

ま
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
黒
部
川

は
国
の
直
轄
河
川
に
な
り
ま
し
た
。
黒
部

川
を
管
理
す
る
国
土
交
通
省 

北
陸
地
方

整
備
局 

黒
部
河
川
事
務
所
の
副
所
長
、

森
田
賢
治
さ
ん
に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
黒
部
川
は
非
常
に
難
し
い
川
で
す
。
川

底
を
掘
り
下
げ
、
さ
ら
に
堤
防
沿
い
に
水

制
（
注
3
）
を
設
け
た
り
し
て
氾
濫
し
な

い
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
努
力

も
む
な
し
く
1 

9 

6 

9
年
（
昭
和
44
）
8
月

の
大
洪
水
に
よ
り
、
橋
が
流
さ
れ
堤
防
も

決
壊
し
大
き
な
被
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

黒
部
川
の
特
徴
は
、
河
床
勾
配
が
と
て
も

急
で
土
砂
流
出
が
多
い
こ
と
。
洪
水
と
土

砂
が
一
緒
に
な
っ
て
流
れ
る
た
め
、
護
岸

や
堤
防
す
ら
削
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
土

砂
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
課
題
で
す
。
一
方

で
土
砂
を
ダ
ム
で
止
め
す
ぎ
る
と
海
岸
侵

食
が
起
き
る
な
ど
の
問
題
も
抱
え
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
当
事
務
所
で
は
河
川
事

業
は
も
と
よ
り
、
砂
防
事
業
、
ダ
ム
事
業
、

海
岸
事
業
に
よ
り
、
洪
水
を
含
め
水
や
土

砂
（
漂ひ

ょ
う
さ砂

）
を
一
元
管
理
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
河
川
事
業
で
は
縦た

て
こ
う工

（
注
4
）
と

呼
ば
れ
る
構
造
物
を
入
れ
、
侵
食
に
強
い

堤
防
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
砂
防
事
業
で

は
、
山
の
土
砂
が
一
気
に
流
れ
込
む
の
を

抑
え
る
た
め
に
各
沢
に
砂
防
堰え

ん
て
い堤

を
建
設

し
て
い
ま
す
。
海
岸
事
業
で
は
、
浜
の
浸

食
や
高
波
に
よ
る
浸
水
を
防
止
す
る
た
め
、

離
岸
堤
な
ど
の
整
備
が
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
宇
奈
月
ダ
ム
で
は
ダ
ム
に
堆

積
し
た
土
砂
を
洪
水
の
終
わ
り
に
流
す

排は
い
さ砂

が
行
な
わ
れ
、
洪
水
調
節
機
能
な
ど

の
維
持
の
ほ
か
、
下
流
河
川
や
海
に
土
砂

供
給
を
行
な
っ
て
い
ま
す
」

　

私
は
全
国
の
河
川
事
務
所
を
訪
ね
た
な

か
で
、
こ
の
よ
う
に
流
域
の
水
や
土
砂
の

管
理
を
熱
心
に
、
一
元
的
に
管
理
し
て
い

る
事
務
所
を
初
め
て
拝
見
し
ま
し
た
。

　

流
域
は
管
轄
ご
と
に
分
断
し
て
管
理
す

る
の
で
は
な
く
、
山
か
ら
海
ま
で
一
体
で

考
え
て
管
理
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
実
感

し
ま
し
た
。

黒
部
川
と
向
き
合
う
子
ど
も
た
ち

　

黒
部
川
扇
状
地
に
広
が
っ
て
い
た
複
数

の
河
道
を
本
川
一
本
に
ま
と
め
、
用
水
路

網
に
整
備
し
直
し
た
こ
と
で
、
機
能
的
な

農
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
用
水
路
は
危
険
が
多
く
、
水
辺
で

遊
ぶ
に
は
不
向
き
で
す
。
水
の
豊
か
な
こ

の
地
域
で
育
つ
子
ど
も
た
ち
に
黒
部
川
の

水
の
恵
み
を
肌
で
感
じ
て
ほ
し
い
。
そ
う

考
え
た
黒
部
市
内
の
小
学
校
の
先
生
た
ち

の
働
き
か
け
で
、
1 

9 

9 

1
年
（
平
成
3
）

に
「
く
ろ
べ
水
の
少
年
団
」
が
発
足
し
ま

し
た
。
会
長
の
吉
崎
嗣
憲
さ
ん
に
活
動
の

き
っ
か
け
を
伺
い
ま
し
た
。

（注 4）縦工

常に水が流れる流路より一段高い堤防
際の寄州（よりす）が急流に削られない
ようにするもの。

（注 3）水制

洪水時の速い水の流れによって堤防が削りとられるのを
防ぐため、堤防から川の中心に向かって延びているコンク
リートの構造物が「水制」。その形状からピストル型、シ
リンダー型、ポスト型などがある。

（注 2）ヨハニス・デ・レイケ

1873年（明治 6）から1903年（明治 36）の 30年間、
2度の帰国のほかは日本に滞在。「淀川の改修」「木曽川
の分流」「大阪港、三国港、三池港等の築港計画」など
数々の業績を上げ、わが国の近代砂防の祖と称されている。

18 宇奈月ダムの排砂（はいさ）路。黒部川は
土砂流出が激しいため、宇奈月ダムはダム機能
の維持および下流の河床低下や海岸侵食への
影響を考慮して、流入した土砂を川の流れを使っ
て積極的に排砂している　19 宇奈月ダム内部
の排砂設備。大人4人でようやく抱えられるほど
の太さ　20 宇奈月ダムの構造について説明す
る国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務
所 宇奈月ダム管理所 ダム課ダム係長の山田和
昭さん　21 国土交通省 北陸地方整備局 黒部
河川事務所の副所長を務める森田賢治さん 1819

20

21
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「
黒
部
川
は
危
険
だ
か
ら
行
く
な
、
と
い

う
こ
と
が
先
行
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
川

離
れ
が
進
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、

黒
部
は
水
が
き
れ
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ

け
が
先
に
立
ち
、
ほ
ん
と
う
は
ど
ん
な
水

な
の
か
考
え
る
機
会
が
な
く
、
子
ど
も
た

ち
も
無
関
心
に
…
…
。
市
内
の
小
学
校
や

中
学
校
の
先
生
方
が
中
心
と
な
り
、
活
動

を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が

あ
り
の
ま
ま
の
黒
部
川
を
感
じ
て
く
れ
る

よ
う
な
指
導
を
心
が
け
て
い
ま
す
」

　

私
も
過
去
に
教
育
実
習
に
行
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
環
境
学
習
に
関
す
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
実
践
す
る
の
が
い
か
に
難
し

い
か
、
身
に
染
み
て
わ
か
り
ま
す
。

　

黒
部
市
吉
田
科
学
館
で
事
務
局
長
を
務

め
る
梶
木
実
さ
ん
に
は
、
活
動
内
容
を
教

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
活
動
は
市
内
の
小
学
校
4
〜
6
年
生
に

呼
び
か
け
ま
す
。
団
旗
や
か
っ
こ
い
い
団

T
シ
ャ
ツ
が
あ
り
、
団
長
も
い
ま
す
。
水

の
少
年
団
の
事
務
局
は
当
館
に
あ
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

ま
す
。
夏
休
み
は
、
海
か
ら
上
流
へ
と
移

動
し
な
が
ら
5
回
ほ
ど
活
動
し
ま
す
。
黒

部
川
そ
の
も
の
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
な
の
で
す
よ
」

　

水
の
少
年
団
と
い
う
か
っ
こ
い
い
名
前

は
子
ど
も
心
を
く
す
ぐ
る
で
し
ょ
う
。
団

旗
、
団
T
シ
ャ
ツ
、
団
長
な
ど
の
演
出
も

あ
り
、
私
も
ち
ょ
っ
と
大
き
な
子
ど
も
と

し
て
入
団
し
た
く
な
り
ま
し
た
。

愛本橋付近の高台から見た黒部川と扇状地。本流
の手前にあるのは主に入善町方面（黒部川右岸）
の扇状地を潤す合口（ごうぐち）用水の取水口

右：くろべ水の少年団の会長を務める吉崎嗣憲さ
ん。発足当時からかかわっている
左：くろべ水の少年団の運営をサポートする黒部
市吉田科学館の事務局長、梶木実さん

くろべ水の少年団の活動風景。子どもたちが黒部川上流で
水生生物を採取している　写真提供：黒部市吉田科学館

　

吉
田
科
学
館
を
拠
点
に
、
下
流
、
中
流

へ
と
川
の
視
点
を
広
げ
、
最
後
に
上
流
を

知
る
と
い
う
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
身
近

な
水
を
流
域
の
視
点
で
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
て
も
工
夫
さ
れ
た
も
の
だ
と
感

じ
ま
し
た
。
水
の
少
年
団
が
ど
ん
ど
ん
育

つ
黒
部
川
の
未
来
は
明
る
そ
う
で
す
。

　

◆　

　

水
が
豊
富
で
き
れ
い
な
黒
部
川
で
す
が
、

時
に
は
私
た
ち
に
自
然
の
恐
ろ
し
さ
を
突

き
つ
け
る
二
面
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

昔
か
ら
美
し
い
女
性
を
「
魔
性
の
女
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
、
黒
部
川
に
も
人
々
を
魅

了
す
る
美
し
さ
と
、
決
し
て
油
断
な
ら
な

い
恐
ろ
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
元
来
、
川
と

は
恩
恵
を
も
た
ら
し
尊
敬
の
念
を
抱
く
対

象
で
あ
る
と
同
時
に
、
畏
敬
の
念
も
感
じ

る
存
在
で
し
た
。
そ
ん
な
川
ら
し
さ
を
黒

部
川
に
感
じ
ま
し
た
。

　
　
（
2 

0 

1    

5
年
7
月
16
〜
17
日
取
材
）
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ミツカン水の文化センターでは、2011年度から「使いながら守る水循

環」を学ぶ「里川文化塾」を定期的に開催しています。水にかかわる

さまざまな現場を訪ね、あるいはテーマに基づいて、その分野の識者や

実際に活動なさっている方々にお話を聞くというスタイルで続けてきま

した。2015年度は計 4回開催します。この号がお手元に届いたとき

にはすでに終了している回もありますが、今後、ご興味のあるテーマの

ときにはぜひご参加ください。

「多自然川づくり」の思想をいち早く実践した先進事例「和泉川」を
舞台に、「実践のポイント」および「年月を経たあとの継承の課題」に
ついて学びました。当時の川づくりにかかわった講師 2名をお招きし、
現地もご案内いただいたことで、多くの知見を得ることができました。

 日時： 2015年 10月 17日（土）10:00～17:00
 フィールド： 和泉川（神奈川県横浜市西部）
 座学会場： 三ツ境「eモール」
 講師： 吉村伸一さん（よしむら しんいち）
  株式会社吉村伸一流域計画室　代表取締役
  橋本忠美さん（はしもと ただよし）
  株式会社農村・都市計画研究所　代表取締役

東京都中央区に残る運河や運河跡を辿りな
がら、「水の都」と呼ばれた江戸・東京の水
辺の歴史と変遷について再認識することを
目的に開催したものです。
江戸時代から明治時代、さらに戦後の復興
と高度経済成長によって、水辺の利用はどう
変わっていったのかを学びました。特に
1923年（大正 12）の関東大震災、戦後
の残土処理、そして 1964年（昭和 39）
の東京オリンピックの影響が大きいことがわ

かりました。
午前中は首都高速道路や公園として利用さ
れているかつての運河・水路の跡を辿り、午
後は一部に掘割（佃川支川）が残る佃島に
足を延ばし、「水の都」を再認識すると同時
に、埋め立てられずに残っている運河・水路
の今後の利活用について考えました。
くわしい実施報告はミツカン水の文化センタ
ーのHPで公開します。そちらも併せてご覧
ください。

2015年度には第 23回里川文化塾までを開催予定
です。詳細が決まりましたらHPでご案内いたします
（http://www.mizu.gr.jp/）

センター活動報告

2015年度　里川文化塾

5年目に突入した「里川文化塾」
http://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/

第21回里川文化塾

和泉川で学ぶ　多自然川づくり
実践のポイントと継承の課題

第20回里川文化塾

埋め立てられた運河から水の記憶をたどる

利根川と江戸川の分岐点である関宿を舞台に、江戸時代の関東地方
の物流ネットワークの全体像と舟運が果たした役割、当時の産業などを
学びます。利根川の水位に異常がなければ、午後は川船「高瀬舟さか
い丸」による利根川・江戸川・関宿水閘門の遊覧を予定しています。

 日時： 2015年 11月 7日（土）9:30～17:00
 フィールド： 千葉県野田市＆茨城県猿島郡境町
 座学会場： 千葉県立関宿城博物館
 講師： 尾﨑 晃さん（おざき あきら）
  千葉県立関宿城博物館 主任上席研究員

第22回里川文化塾

関宿で学ぶ、
江戸時代の舟運と産業

 日時： 2015年 9月 26日（土）10:00～16:00
 フィールド： 東京都中央区
  三吉橋→入船橋→築地川公園→佃大橋（石川島灯台跡と住吉神社の鳥居）
  →佃島渡船場跡→住吉神社→佃小橋→佃波除稲荷神社の力石→佃公園
 座学会場： タイムドーム明石
 講師： 馬場悦子さん（ばば えつこ）　中央区教育委員会 文化財調査指導員
 参加人数： 24名

和泉川の二ツ橋付近で駆け回る子どもたち

関宿水閘門から見た江戸川流頭部（利根川との分岐点）

三吉橋から見た首都高速の出口。ここはかつて築地川だった

左：隅田川から佃大橋で左岸に渡り佃島へ　
右：佃公園から見た掘割（佃島支川）と石川島の高層マンション群



編
集
後
記

水
辺
・
水
空
間
の
効
果
を
再
認
識
し
、
水
と
の
距
離
を
縮
め
て
も
ら

え
た
ら
と
、
こ
の
特
集
を
企
画
し
ま
し
た
。
滝
、
小
舟
、
日
本
庭
園

等
、
取
材
陣
が
感
じ
た
こ
と
は
伝
わ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
P 

C
、
ス

マ
ホ
等
で
視
覚
と
聴
覚
中
心
の
生
活
か
ら
、
取
材
で
は
少
し
だ
け
五

感
を
解
放
で
き
た
か
も
。
ま
た
疲
れ
た
ら
滝
め
ぐ
り
や
庭
園
め
ぐ
り

を
実
践
し
た
い
と
思
い
ま
す
。（
後
）

坂
﨑
さ
ん
の
案
内
の
も
と
滝
を
鑑
賞
す
る
と
、
滝
の
前
で
30
分
な
ん

て
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。「
耳
に
手
を
当
て
る
」
鑑
賞

法
は
是
非
お
試
し
頂
き
た
い
。
滝
の
音
に
満
た
さ
れ
、
様
々
な
感
覚

が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、
次
々
と
滝
を
楽
し
む
独
自
の
視
点
が
生
ま
れ
て

き
た
。
勿
論
、
明
日
へ
の
パ
ワ
ー
も
し
っ
か
り
得
ら
れ
た
貴
重
な
経

験
と
な
っ
た
。（
松
）

「
水
」
＝
「
癒
し
」。
漠
然
と
思
い
描
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
裏
側

を
、
様
々
な
視
点
か
ら
探
る
こ
と
が
出
来
て
面
白
か
っ
た
。
今
ま
で

そ
ん
な
ふ
う
に
意
識
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
今
度
「
水
空
間
」

を
訪
れ
た
際
は
、
水
特
有
の
景
色
の
移
ろ
い
に
目
を
向
け
て
、
も
っ

と
能
動
的
な
楽
し
み
方
を
し
て
み
た
い
。（
原
）

今
号
を
読
む
と
、「
自
分
癒
や
し
」
の
旅
に
出
た
く
な
る
。
マ
イ
ン
ド

は
も
ち
ろ
ん
、
受
け
身
の
自
分
で
は
な
く
、
能
動
的
な
自
分
で
。
そ

の
活
力
は
明
日
を
生
き
る
パ
ワ
ー
に
な
る
。
何
事
も
自
分
で
積
極
的

に
働
き
か
け
る
こ
と
が
、
現
代
を
生
き
抜
く
知
恵
。
休
み
の
日
は

「
自
分
癒
や
し
」
を
楽
し
も
う
。（
吉
）

健
康
ラ
ン
ド
の
取
材
後
に
風
呂
に
浸
か
っ
た
が
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
だ
け

で
は
な
い
高
揚
感
を
覚
え
た
。
同
好
会
や
演
劇
な
ど
好
き
な
目
的
の

た
め
に
集
う
人
た
ち
の
顔
は
活
き
活
き
と
し
て
、
そ
の
空
気
に
触
れ

た
こ
と
が
影
響
し
た
の
だ
と
思
う
。
入
浴
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
、

相
乗
効
果
の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
る
場
を
体
感
し
た
。（
力
）

憧
れ
の
カ
ヌ
ー
を
支
笏
湖
で
初
体
験
。
パ
ド
ル
操
作
に
手
こ
ず
り
な

が
ら
恐
る
恐
る
湖
面
に
漕
ぎ
出
し
ま
す
。
し
ば
ら
く
し
て
戻
ろ
う
と

し
た
け
れ
ど
、
見
え
な
い
渦
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
か
カ
ヌ
ー
が
ま
っ

た
く
進
み
ま
せ
ん
。
焦
っ
て
パ
ド
ル
を
振
り
回
し
、
湖
水
を
た
っ
ぷ

り
浴
び
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の
一
瞬
、
締
切
も
な
に
も
か
も
忘

れ
て
夢
中
に
な
っ
て
い
る
自
分
が
い
ま
し
た
。（
前
）

水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ
り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください。
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。
 すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用
ください。

■ 里川文化塾レポート詳細版は、ホームページで
 里川文化塾のレポート詳細版は、参加できなかった方も楽
しめる内容です。今後の企画についても、順次ホームペー
ジでご案内します。ご注目ください。

発行日
2015年（平成 27）10月

企画協力 （氏名 50音順）

沖　大幹 東京大学生産技術研究所教授
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http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

ミツカン水の文化センターは、時期やテーマに沿ったさ

まざまな「水の文化」にかかわる情報を盛り込んだメー

ルマガジン「里川だより」を配信しています。

「里川だより」では、機関誌の発行や里川文化塾の募集

告知など、センターからの情報をいち早くお届け。1人

でも多くの人にご覧いただきたいと考えております。

メールマガジンの配信をご希望の方は、タイトルに「水

の文化センターメルマガ配信希望」と記載して「tokyo-

of�ce@mizu.gr.jp」までメールをお送りください。

ご連絡をお待ちしております ！

メールマガジン配信中 ！

「里川だより」



	 表紙：	東京・檜原村にある「神戸岩（かのといわ）」でくつろぐ。水が落ちる音、鳥
のさえずり、セミの鳴き声……そんなものに耳を澄ましていると、あっと
いう間に時間は過ぎていく（撮影・川本聖哉）

	 裏表紙上：	湖面と空と山々に囲まれ、ゆっくりとカヌーを漕いでいく。この解放感が
たまらない（北海道・支笏湖）（撮影・川本聖哉）

	 裏表紙下：	新江ノ島水族館の「相模湾大水槽」の前で。大人も子どもも水空間に引き
込まれている（撮影・大平正美）
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