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私らの暮
ライフスタイル

らしって
ブランド化
できんかね？

「そのヒントは
てんりゅう暮らしの見本帖に

あるのかもしれんね」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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ゴールした後、湖面に広がる景色は
私たちだけのもの。

てんりゅう暮らしの見本帖

「日々オールを漕ぐ人たち」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

水上でしか味わえない景色がある

　天竜区の船
ふなぎら

明ダム湖にある「伊
い す か

砂ボートパー

ク」では、練習を終えた地元・天竜高校のボー

ト部の部員たちがボートを陸に上げているとこ

ろだった。

　ボート部は男女合わせておよそ 20 人で活動

している。夏場は朝 8 時半から練習。一日で

漕
こ

ぐ距離は 15 キロほどにもなるそうだ。学校

がある日には、放課後すぐに自転車でボート場

へ向かう。30 分ほどで到着するが「これもアッ

プの一環です」と、現在、このボート部を束ね

ている部長が笑顔で話してくれた。

　中学時代は、ソフトテニスをやっていたとい

う彼女は、高校からボートの世界に足を踏み入

れたそうだ。「ボートは種目によって、魅力が

違うところが面白いですね。２人で漕ぐのと、

もっと大勢で漕ぐのとでは、技術的なことも、

呼吸を合わせる難しさも違いますし、その中で

自分の得意、不得意なところが見えてくるんで

す」一緒に乗る相手と息を合わせることで、一

体感を持つことができるスポーツなのである。

　彼女はゴール地点で見る景色が一番好きだと

話してくれた。「最後まで漕ぎ切ったという感

覚がいいんです。今漕いで来たところにブイが

ずらっと並んでいる感じが。岸からでは絶対に

味わえない、ボートの上でしか味わえない景色

です」

天竜でボートができるということ
それは本当に恵まれたこと

　「まっすぐなコースで練習できるということ

は、とても恵まれたこと」だと彼女は言う。「曲

がりくねった川や波のある海で練習している学

校もあるんです。それに対して、船明ダムのダ

ム湖は流れもなく、まっすぐなコースが取れ

る」。ダム湖の中でも、ここまで良い条件のそ

ろった場所は限られている。2,000 メートルの

コースが取れる場所は多くはない。他にはない

スケールがこのボート場にはあるのだ。この環

境だけを見てもここが「ボートの聖地」と呼ば

れる理由が分かる。恵まれた環境を十分に生か

し、黙々と練習を続ける高校生たち。過去には、

この地からオリンピック選手も輩出した。

天竜から大海へ漕ぎ出す

　今のチームの目標は「当たり前のことを当た

り前にやる」ということ。「あいさつ､ 準備、

片付けなど簡単なことのようでも、とても大事

だと思うんです」。そういえば、ここに取材に

訪れた際、どの部員も真っ先にあいさつをして

くれた。また、片付けをしているときもキビキ

ビとしていて、自分のやるべきことを分かって

いるようである。

　続けてボート部のカラーについて質問すると

「天竜の人は一人ひとりが元気でにぎやかなと

ころがいいところだと思います。それから、個

性的なところも。今年のボート部は個性的過ぎ

るかもしれませんが ･･･」ボートで感じる一体

感の中で、いろいろな個性が見えてくるのかも

しれない。そんな体験もボートならではだと思

えた。

　ボートの聖地で練習する彼女の言葉には、

チーム全体を高みに導こうとする本気の響きが

込められているように感じる。ぜひ、世界を目

指し、ここ天竜の地から大海に向けて漕ぎ出し

ていって欲しいものである。
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てんりゅう暮らしの見本帖「日々オールを漕ぐ人たち」
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初
夏
の
風
物
詩

　

６
月
１
日
、
午
前
４
時
。
空
に
は
ま
だ
星
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
普
段
で
あ
れ
ば
、
多
く

の
人
が
寝
静
ま
り
、
聞
こ
え
る
の
は
ウ
グ
イ
ス

の
さ
え
ず
り
く
ら
い
だ
が
、
こ
の
日
ば
か
り
は

様
子
が
違
う
。
天
竜
川
の
河
原
に
は
、
鮎
の
解

禁
日
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
釣
り
人
た
ち
が
、

続
々
と
車
に
乗
っ
て
集
ま
っ
て
き
た
。中
に
は
、

前
日
か
ら
泊
ま
り
込
み
で
場
所
取
り
を
し
て
い

た
人
た
ち
も
い
る
。釣
り
人
た
ち
の
朝
は
早
い
。

　

あ
る
釣
り
人
か
ら
待
ち
合
わ
せ
に
指
定
さ
れ

た
時
間
も
午
前
４
時
。
釣
り
人
の
家
は
、
天
竜

川
の
目
と
鼻
の
先
に
あ
る
。
予
定
の
時
間
ぴ
っ

た
り
に
赤
の
ウ
イ
ン
ド
ブ
レ
ー
カ
ー
、
麦
わ
ら

帽
子
、
長
靴
の
い
で
た
ち
で
現
れ
た
の
は
阿
隅

さ
ん
。
こ
の
道
50
年
以
上
の
大
ベ
テ
ラ
ン
だ
。

　
「
残
念
だ
け
ど
、
今
日
は
釣
れ
そ
う
に
な
い
。

鮎
が
い
な
い
ん
だ
よ
な
」
と
阿
隅
さ
ん
の
第
一

声
。
竿
を
投
げ
る
前
か
ら
、釣
れ
る
か
ど
う
か
、

鮎
が
い
る
の
か
ど
う
か
が
分
か
る
と
い
う
。
阿

隅
さ
ん
は
こ
う
続
け
る
。「
み
ん
な
、
鮎
が
跳

ね
て
い
る
か
で
だ
い
た
い
見
極
め
て
い
る
。
で

も
ね
、
跳
ね
て
る
鮎
は
実
は
あ
ん
ま
り
釣
れ
な

い
ん
だ
。
俺
は
ね
、
川
底
の
石
の
色
を
よ
ー
く

見
る
。
鮎
が
ど
れ
だ
け
コ
ケ
を
な
め
て
い
る
か

を
ね
」。

　

そ
う
い
わ
れ
て
川
に
目
を
や
る
が
、
素
人
が

見
て
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。
阿
隅
さ
ん
の
話
し

で
は
、
鮎
が
多
く
い
る
場
所
は
、
石
が
黒
光
り

を
す
る
ほ
ど
に
な
る
ら
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の

辺
り
の
川
は
、
ど
う
も
そ
う
い
っ
た
状
態
で
は

な
い
の
だ
そ
う
だ
。

　
「
俺
は
ね
、
鵜
よ
り
も
魚
が
ど
こ
に
い
る
か

知
っ
て
い
る
か
ら
さ
」。
阿
隅
さ
ん
は
そ
う
言

っ
て
笑
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
ん
ざ
ら
嘘

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。阿
隅
さ
ん
の
日
常
は
、

毎
朝
の
愛
犬
と
の
散
歩
で
始
ま
る
。３
６
５
日
、

天
竜
川
の
堤
防
沿
い
を
歩
く
。
わ
ず
か
な
川
の

変
化
も
見
逃
さ
な
い
。

達
人
の
技

マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
の
ご
と
く

　
「
み
ん
な
が
い
る
と
こ
ろ
で
釣
る
の
も
何
だ

し
、
少
し
穴
場
に
行
こ
う
か
」
と
い
う
阿
隅
さ

ん
の
後
を
追
う
。
長
靴
姿
だ
が
、
岩
場
を
歩
く

の
が
と
に
か
く
速
い
。
こ
ち
ら
は
ス
ニ
ー
カ
ー

を
履
い
て
い
た
が
、
そ
の
速
さ
に
と
て
も
追
い

つ
か
な
い
。「
足
場
が
悪
い
か
ら
、
ゆ
っ
く
り

こ
い
よ
」阿
隅
さ
ん
は
そ
う
気
遣
っ
て
く
れ
た
。

子
ど
も
の
頃
か
ら
通
い
続
け
る
天
竜
川
は
、
文

字
通
り
阿
隅
さ
ん
の
庭
な
の
だ
。

　

午
前
４
時
30
分
。
少
し
ず
つ
東
の
空
が
白
ん

で
く
る
頃
、
阿
隅
さ
ん
は
慣
れ
た
手
つ
き
で
糸

を
垂
れ
始
め
た
。「
そ
う
だ
な
、
10
分
後
に
は

１
匹
目
が
釣
れ
れ
ば
い
い
と
こ
ろ
か
な
」
時
計

を
見
や
っ
て
そ
う
い
っ
た
。
実
際
に
初
物
を
釣

り
上
げ
た
の
は
、
予
告
通
り
10
分
後
。
ま
る
で

マ
ジ
ッ
ク
で
も
見
て
い
る
気
分
だ
。
こ
の
手
品

に
タ
ネ
や
仕
掛
け
が
あ
る
の
か
聞
い
て
み
た

が
、特
別
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
と
笑
う
。「
ま

ぁ
、
誰
で
も
同
じ
よ
う
に
釣
れ
る
わ
け
じ
ゃ
あ

な
い
ん
だ
け
ど
ね
」
と
阿
隅
さ
ん
。
川
の
中
の

魚
を
、
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
に
集
め
る
術
で
も

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

達
人
の
流
儀

２
時
間
一
本
勝
負

　

毎
年
、
解
禁
日
で
あ
る
６
月
１
日
か
ら
、
４
時
に

家
を
出
て
、
釣
り
に
出
か
け
る
日
々
が
続
く
。
た
だ

し
、長
時
間
、河
原
に
い
る
こ
と
は
な
い
。「
例
え
ば
、

６
時
８
分
に
天
竜
浜
名
湖
線
の
電
車
が
鹿
島
の
鉄
橋

を
渡
る
。そ
し
た
ら
、そ
の
日
の
釣
り
は
お
し
ま
い
」。

阿
隅
さ
ん
の
鮎
釣
り
は
、
４
時
か
ら
６
時
ま
で
の
２

時
間
一
本
勝
負
だ
。「
釣
れ
な
い
釣
り
は
し
な
い
」

と
い
う
が
、
現
に
日
が
昇
っ
た
後
で
は
鮎
は
全
く
釣

れ
な
く
な
る
と
い
う
。
今
で
は
、
仕
事
も
リ
タ
イ
ヤ

し
、
朝
か
ら
晩
ま
で
釣
り
三
昧
の
生
活
も
で
き
る
の

だ
ろ
う
が
、
１
日
２
時
間
ま
で
と
い
う
の
は
、
現
役

時
代
か
ら
の
一
貫
し
た
ス
タ
イ
ル
。
ち
な
み
に
２
時

間
で
、
ど
の
く
ら
い
釣
り
上
げ
る
の
か
聞
い
て
み
た

が
、
簡
単
に
は
答
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。
内
緒
に
す

る
か
ら
と
お
願
い
す
る
と
「
隣
の
人
の
３
倍
く
ら
い

か
な
」
と
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
教
え
て
く
れ
た
。

　

こ
の
日
も
午
前
６
時
に
な
る
と
、
阿
隅
さ
ん
は
愛

犬
の
散
歩
が
あ
る
か
ら
と
、
意
外
な
ほ
ど
あ
っ
さ
り

竿
を
片
付
け
始
め
た
。
魚び

く籠
の
中
に
は
40
匹
ほ
ど
。

鮎
が
い
な
い
と
は
言
い
な
が
ら
、
他
の
釣
り
人
た
ち

に
比
べ
る
と
、
そ
の
数
は
や
は
り
３
倍
近
い
。

　
「
や
っ
ぱ
り
今
日
は
だ
め
だ
っ
た
な
」
と
阿
隅
さ

ん
。
ど
う
も
納
得
が
い
か
な
い
様
子
だ
。
そ
れ
で
も

「
ま
た
、
明
日
だ
な
」
と
語
る
目
は
少
年
の
よ
う
。

こ
う
し
て
、
太
公
望
の
い
つ
も
の
６
月
が
い
つ
も
の

よ
う
に
始
ま
る
。
阿
隅
さ
ん
は
、
先
ほ
ど
と
同
じ
さ

っ
そ
う
と
し
た
身
の
こ
な
し
で
、
そ
の
場
を
後
に
し

て
い
っ
た
。

―
午
前
６
時
15
分
。

鵜よりもね、
魚がどこにいるか知っているんだ。

てんりゅう暮らしの見本帖

「天竜川で鮎釣りを楽しむ人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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てんりゅう暮らしの見本帖「天竜川で鮎釣りを楽しむ人」
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ここでしかできない
自慢の遊びだよ。

てんりゅう暮らしの見本帖

「いかだ遊びをする子どもたち」

天
竜
区
の
暑
い
夏

　

天
竜
区
の
夏
は
暑
い
。
昨
日
に
引
き
続
き
、

区
内
は
今
日
も
猛
暑
日
だ
。
今
朝
の
ニ
ュ
ー
ス

で
は
、
早
け
れ
ば
週
明
け
に
は
梅
雨
明
け
す
る

の
で
は
と
の
報
道
も
さ
れ
て
い
た
。
夏
休
み
も

間
近
に
迫
っ
た
７
月
半
ば
、
天
竜
区
春
野
町
の

熊く
ま
き
り切
小
学
校
で
、
毎
年
恒
例
の
い
か
だ
遊
び
が

行
わ
れ
る
と
聞
い
て
、
そ
の
様
子
を
見
に
行
っ

た
。
天
竜
区
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
夏
と
い

え
ば
、
何
と
い
っ
て
も
川
遊
び
な
の
だ
。　

　

清
流
・
熊
切
川
に
到
着
す
る
と
子
ど
も
た
ち

の
歓
声
が
春
野
の
山
々
に
響
き
渡
っ
て
い
た
。

カ
ラ
フ
ル
な
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
と
ゴ
ー
ク
ル

を
身
に
つ
け
た
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
勇
ま
し
く

見
え
る
。
近
く
で
は
大
人
た
ち
が
そ
れ
を
ま
ぶ

し
そ
う
に
見
つ
め
て
い
た
。「
田
舎
の
夏
っ
て

感
じ
だ
な
」
と
見
て
い
る
こ
ち
ら
も
何
だ
か
ワ

ク
ワ
ク
し
た
気
持
ち
に
な
っ
て
き
た
。

　

熊
切
小
学
校
の
い
か
だ
遊
び
は
、
子
ど
も
た

ち
が
自
分
た
ち
で
作
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
だ

そ
う
だ
。
林
業
体
験
で
山
か
ら
切
り
出
し
た

間
伐
材
を
利
用
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
ゴ
ム

チ
ュ
ー
ブ
な
ど
を
使
っ
て
い
か
だ
に
組
み
上
げ

て
い
く
。
林
業
体
験
と
い
う
の
が
、
い
か
に
も

森
林
に
囲
ま
れ
た
天
竜
区
ら
し
い
。

　

６
年
生
の
西
村
さ
ん
、
森
下
さ
ん
、
岩
本
さ

ん
は
仲
の
良
い
３
人
組
。
今
年
の
い
か
だ
の
出

来
を
尋
ね
る
と
「
今
年
は
ち
ょ
っ
と
小
さ
め
に

な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
」
と
残
念
な
素
振
り
も
見

せ
た
が
、
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
作
り
上
げ

た
こ
と
に
は
胸
を
張
っ
た
。
自
分
た
ち
で
材
料

と
な
る
木
材
を
切
る
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
い
る

の
だ
。
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
価
値
が
あ
る
。

完
成
し
た
３
隻
の
い
か
だ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
子

ど
も
た
ち
の
ア
イ
デ
ア
と
思
い
が
詰
ま
っ
た
力

作
ば
か
り
だ
。

い
ざ
、
出
航
！

　

上
流
ま
で
い
か
だ
を
み
ん
な
で
引
い
て
行

き
、
一
斉
に
そ
の
上
に
乗
り
込
ん
だ
子
ど
も
た

ち
。
３
隻
そ
れ
ぞ
れ
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
旗
が

掲
げ
ら
れ
、
準
備
は
整
っ
た
。

　

い
ざ
、
出
航
の
時
。
川
の
流
れ
に
乗
っ
て
、

ゆ
っ
く
り
と
い
か
だ
が
動
き
出
す
。
子
ど
も
た

ち
か
ら
は
大
き
な
歓
声
。
川
岸
で
見
守
っ
て
い

た
保
護
者
や
先
生
た
ち
か
ら
も
大
き
な
拍
手
が

送
ら
れ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
冒
険
家
顔
負
け

の
凛
々
し
い
表
情
で
真
っ
す
ぐ
に
下
流
を
見
据

え
て
進
む
。

―
―
夏
が
子
ど
も
た
ち
を
大
人
に
す
る
。

　

ど
こ
か
の
映
画
か
何
か
で
聞
い
た
よ
う
な
セ

リ
フ
だ
が
、
ま
さ
に
そ
ん
な
ワ
ン
シ
ー
ン
が
目

の
前
で
展
開
さ
れ
た
。
よ
く
日
焼
け
し
た
彼
ら

の
顔
か
ら
白
い
歯
が
の
ぞ
く
。
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
日
に
な
る
ん
だ
ろ
う

な
。
そ
の
と
び
き
り
の
笑
顔
を
見
て
い
る
と
そ

う
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
し
か
で
き
な
い
経
験

　

子
ど
も
た
ち
は
飽
き
る
ま
で
、
い
か
だ
遊
び

を
堪
能
し
、
川
岸
に
上
が
っ
て
き
た
。
こ
の
行

事
の
も
う
一
つ
の
楽
し
み
は
ス
イ
カ
だ
。
今
年
も
特

大
の
ス
イ
カ
が
用
意
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
と
て
も

お
い
し
そ
う
に
そ
れ
を
頬
張
っ
た
。

　
「
い
か
だ
と
ス
イ
カ
、
ど
っ
ち
が
よ
か
っ
た
？
」

と
尋
ね
る
と
「
ス
イ
カ
！
」
と
「
い
た
ず
ら
っ
子
」

な
顔
を
し
て
、
男
の
子
が
答
え
て
く
れ
た
。
と
言
い

な
が
ら
も
「
い
か
だ
遊
び
は
、
こ
こ
で
し
か
で
き
な

い
遊
び
だ
か
ら
ね
」
と
も
。
大
自
然
の
中
で
の
体
験

は
、
自
慢
す
べ
き
こ
と
だ
と
子
ど
も
た
ち
も
知
っ
て

い
る
。「
熊
切
小
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
な
ん
だ
よ
」

と
う
れ
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
た
女
の
子
も
い
た
。

　

全
校
児
童
18
人
の
小
規
模
校
で
あ
る
熊
切
小
学

校
。
校
長
先
生
は
「
少
人
数
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
が

あ
る
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
そ
の
思
い
は
、
子
ど
も

た
ち
や
保
護
者
た
ち
も
共
有
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
い
か
だ
遊
び
を
始
め
、
地
域
の
特
色

を
生
か
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
校
外
活
動
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
い
ず
れ
も
地
域
の
人
た
ち
の
協
力
が
欠
か
せ

な
い
。
８
月
に
は
、
地
域
の
釣
り
名
人
の
手
ほ
ど
き

で
魚
釣
り
を
す
る
ほ
か
、
10
月
に
は
、
や
は
り
地
域

の
人
の
協
力
を
得
て
、
ア
ユ
の
甘
露
煮
に
挑
戦
す
る

そ
う
だ
。

　
「
今
年
は
い
つ
も
よ
り
も
川
に
来
る
こ
と
が
多
く

な
り
そ
う
」
と
６
年
生
の
３
人
は
う
れ
し
そ
う
に

言
っ
た
。
こ
う
し
た
体
験
が
年
間
を
通
し
て
で
き
る

の
は
、
清
流
を
持
つ
地
域
の
特
権
だ
。
存
分
に
そ
の

魅
力
を
体
感
す
る
１
年
に
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
。

　

ス
イ
カ
を
食
べ
終
え
た
子
ど
も
た
ち
は
、
も
う
一

度
川
に
戻
っ
て
行
っ
た
。
水
中
眼
鏡
で
魚
を
探
す
子

も
い
れ
ば
、
岩
場
か
ら
飛
び
込
む
子
も
い
る
。
水
鉄

砲
で
水
を
掛
け
合
う
姿
も
見
ら
れ
た
。
夢
中
に
な
っ

て
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
を
見
て
い
る
だ
け
で
何
故
だ
か

う
れ
し
い
気
持
ち
に
な
る
。夏
本
番
は
も
う
目
前
だ
。

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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てんりゅう暮らしの見本帖「いかだ遊びをする子どもたち」
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暑い日は、
学校帰りに川に入っちゃいます。

てんりゅう暮らしの見本帖

「段ボールいかだで川遊びする子どもたち」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

ようこそ！自然いっぱいの水窪へ 

　色濃い緑に囲まれ、すぐ横には翁川の清流が

流れる。余暇を過ごすには絶好のロケーション

が水窪町内にはある。大きく開けた青空と照り

つける日差しの中、にぎやかな声が聞こえてき

た。

　

　地元住民で構成されたＮＰＯ法人まちづくり

ネットワークＷＩＬＬが、親子キャンプ教室を

開いていた。朝は早起きして虫とりに行って、

夜は空いっぱいの星を見る。竹を採ってきて、

それを器にしてご飯を食べる。そこにある限ら

れた素材を生かし、ちょっと工夫をして、いか

に楽しめるかを体験できるイベントだ。これら

は、街中ではできないこと。

　

　「日ごろ体験できないことを思いっきり楽し

めるし、自然に囲まれてのびのび過ごすことが

できる。子どもたちにとって、夏休みの良い思

い出になります」家族で参加していた男性がそ

う話してくれた。

　今日は、段ボールでいかだを作り、川遊びを

するという。「すぐ近くに川があるから、その

地形を利用した企画をできるのがいいですね。

他にも何か考えられないかしら」と、数年前か

ら始めたこのイベントについて、代表の平澤さ

んはそう話してくれた。翁川は浅瀬もあり、そ

の水はとても澄んでいる。水遊びをするには

もってこいの場所だ。

地元っ子には日常の一コマ
いつもの遊び場

　都会の子にとっては、このキャンプ場での出

来事は非日常だが、地元っ子にとってはどうだ

ろうか？

　「暑い日なんかは、学校帰りに川に入っちゃ

うこともあります」ボランティアとして参加し

ていた佐久間高校の女子生徒が教えてくれた。

男の子たちは 5 月ぐらいからそんなことをし

ているんだと半ばあきれた感じで話すが、川遊

びに慣れていることが伝わってきた。

　さて、段ボールが浮くようになるのだろうか

と心配していた人もいたが、ビニールテープで

頑丈に補強された『いかだ』は川に浮き、進ん

でいく。小さい子のなかには浅い場所でも顔が

こわばってしまって泣き出しそうな子もいた

が、どのいかだも沈むことはなかった。中学生・

高校生ボランティアは、ここでも活躍。川の水

は冷たくて、流れが速いところも一部あるが、

躊躇なく足を踏み入れ、腰まで水に浸かって参

加者をサポートしていた。

　「今度また、小学生対象の教室があるから。

今回はその練習で来ているみたいなの。下の子

にいいところ見せたいからね」平澤さんは、そ

うは言うものの、これから地域を担う子どもた

ちを頼もしそうに見つめていた。
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てんりゅう暮らしの見本帖「段ボールいかだで川遊びする子どもたち」
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水の管理はかかせない。
デリケートな生き物だから。

てんりゅう暮らしの見本帖

「あまごを育てる人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

情
熱
が
支
え
た
挑
戦

　
「
養
殖
を
始
め
た
頃
は
、
み
ん
な
に
絶
対
う
ま
く
い
か

な
い
か
ら
や
め
た
方
が
い
い
、
っ
て
よ
く
言
わ
れ
た
み
た

い
だ
よ
」
と
話
し
て
く
れ
た
の
は
、
春
野
町
田た
ご
う
ち

河
内
で
あ

ま
ご
の
養
殖
場
を
営
む
奥
野
さ
ん
。
奥
野
さ
ん
の
お
父
さ

ん
が
、
こ
の
地
で
養
殖
を
始
め
た
の
は
今
か
ら
40
年
ほ
ど

前
。
あ
ま
ご
は
、
温
度
変
化
な
ど
に
弱
い
デ
リ
ケ
ー
ト
な

魚
な
だ
け
に
、
地
域
内
の
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
専
門
家

か
ら
の
意
見
も
ず
い
ぶ
ん
厳
し
か
っ
た
そ
う
だ
。

　

こ
の
挑
戦
を
支
え
た
の
は
、
何
と
か
山
里
の
特
産
品
を

生
み
出
し
た
い
と
い
う
熱
い
思
い
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
周

囲
の
不
安
を
よ
そ
に
、
見
事
、
養
殖
の
成
功
に
こ
ぎ
つ
け

た
。清
ら
か
な
水
が
な
け
れ
ば
育
た
な
い
と
い
う
あ
ま
ご
。

奥
野
養
漁
場
は
、
田
河
内
集
落
を
流
れ
る
川
の
す
ぐ
そ
ば

に
あ
り
、
沢
の
冷
た
く
て
澄
ん
だ
水
を
引
き
込
ん
だ
。
結

果
的
に
は
、
田
河
内
の
豊
か
な
自
然
環
境
も
ま
た
、
あ
ま

ご
の
養
殖
成
功
の
カ
ギ
と
な
っ
た
。

努
力
の
結
晶

　

現
在
、
年
間
４
万
匹
の
あ
ま
ご
を
養
殖
し
て
い
る
奥
野

さ
ん
。
去
年
の
５
月
に
稚
魚
を
水
槽
に
入
れ
て
か
ら
、
１

年
半
を
か
け
て
、
何
度
も
大
き
さ
な
ど
の
選
別
を
繰
り
返

し
て
大
切
に
育
て
て
き
た
。
特
に
注
意
を
払
う
と
い
う
の

が
水
温
管
理
。「
特
に
夏
場
は
、
温
度
が
上
が
る
と
す
ぐ

に
魚
が
死
ん
で
し
ま
う
」
と
苦
労
話
を
し
て
く
れ
た
。
ま

た
、
水
量
が
少
な
く
な
る
と
魚
は
、
す
ぐ
に
酸
欠
に
な
っ

て
し
ま
う
の
だ
そ
う
だ
。「
常
に
水
の
管
理
に
は
気
を
抜

け
な
い
。
あ
ま
ご
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
生
き
物
だ
か
ら
」
と

奥
野
さ
ん
は
我
が
子
を
思
う
よ
う
に
い
っ
た
。

　

奥
野
さ
ん
が
管
理
す
る
養
殖
場
は
、
水
槽
の
水
と
は
思

え
な
い
ほ
ど
き
れ
い
で
、
透
明
度
が
高
い
。
水
温
が
重
要

と
聞
い
て
い
た
の
で
、
手
を
入
れ
て
み
る
と
、
か
な
り
ひ

ん
や
り
と
し
た
。
沢
か
ら
汲く

み
上
げ
ら
れ
た
水
は
水
槽
内

を
流
れ
、
常
時
入
れ
替
え
続
け
ら
れ
る
。
水
の
質
も
重
要

だ
が
、
豊
富
な
水
量
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

水
槽
の
中
に
入
り
、
あ
ま
ご
を
見
せ
て
く
れ
る
と
い
う

奥
野
さ
ん
。
腰
ほ
ど
の
深
さ
の
水
槽
を
網
で
ひ
と
す
く
い

す
る
と
、
あ
ま
ご
の
大
群
が
バ
シ
ャ
バ
シ
ャ
と
威
勢
良
く

姿
を
現
し
た
。
こ
の
元
気
の
よ
い
魚
た
ち
は
、
奥
野
さ
ん

の
日
々
の
努
力
の
結
晶
だ
。
こ
ち
ら
も
そ
の
姿
を
し
っ
か

り
と
収
め
よ
う
と
、
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
た
。

手
間
ひ
ま
か
け
て
作
ら
れ
る
絶
品

　

年
末
年
始
に
か
け
て
、
出
荷
は
最
盛
期
を
迎
え
る
。
あ

ま
ご
の
甘
露
煮
は
、
奥
野
養
漁
場
の
看
板
商
品
だ
。
朝
７

時
頃
、
寒
さ
に
身
を
震
わ
せ
な
が
ら
、
あ
ま
ご
を
水
揚
げ

し
、
奥
野
さ
ん
自
ら
慣
れ
た
手
つ
き
で
さ
ば
い
て
い
く
。

囲
炉
裏
に
火
を
起
こ
し
、
焼
き
始
め
る
の
が
昼
頃
。
手
の

か
か
る
作
業
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。

　

焼
き
上
が
っ
た
あ
ま
ご
は
、
お
よ
そ
10
時
間
か
け
て
よ

う
や
く
甘
露
煮
に
な
る
。
時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
煮
込
ま

れ
た
甘
露
煮
は
、
旨
味
が
凝
縮
さ
れ
た
絶
品
。
年
末
の
贈

答
用
と
し
て
使
わ
れ
、
喜
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

囲
炉
裏
に
使
う
薪
割
り
や
竹
串
づ
く
り
も
時
間
の
か
か

る
作
業
。「
下
準
備
が
な
か
な
か
大
変
で
ね
。
や
る
こ
と

ば
っ
か
り
だ
」
と
奥
野
さ
ん
は
苦
笑
い
し
た
。

　

自
然
の
恵
み
と
、
手
間
を
惜
し
ま
な
い
奥
野
さ
ん
の
手

仕
事
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
山
里
の
味
覚
。
40
年
前
、

奥
野
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
抱
い
た
情
熱
は
、
確
か
に
今
に

つ
な
が
る
。
奥
野
さ
ん
自
慢
の
あ
ま
ご
の
甘
露
煮
に
は
、

こ
う
し
た
隠
し
味
も
し
っ
か
り
と
利
い
て
い
る
。
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てんりゅう暮らしの見本帖「あまごを育てる人」
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美
し
い
水
の
象
徴

　　

美
し
い
水
と
い
っ
て
思
い
浮
か
べ
る
も
の
は

い
く
つ
か
あ
る
。
川
の
透
明
度
を
挙
げ
る
人
も

い
る
だ
ろ
う
し
、
ア
ユ
や
メ
ダ
カ
の
存
在
を
そ

の
象
徴
と
考
え
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
、

そ
の
代
表
格
の
一
つ
が
ホ
タ
ル
。
清
流
を
有
す

る
天
竜
区
に
は
、
ホ
タ
ル
の
名
所
が
い
く
つ
か

あ
る
。
天
竜
区
熊
地
区
の
ホ
タ
ル
、
春
野
町
の

ホ
タ
ル
公
園
、
そ
し
て
、
龍
山
町
の
ふ
る
さ
と

村
…
。

　

龍
山
町
瀬せ
じ
り尻
に
あ
る
ふ
る
さ
と
村
は
、
ひ
っ

そ
り
と
し
た
雰
囲
気
に
た
た
ず
む
ペ
ン
シ
ョ

ン
。
ふ
る
さ
と
村
を
訪
ね
る
前
に
い
ろ
い
ろ
な

人
に
話
を
聞
く
と
「
ふ
る
さ
と
村
の
ホ
タ
ル
は

す
ご
く
い
い
よ
。
そ
れ
か
ら
、
管
理
人
の
小
川

さ
ん
。
す
ご
く
面
白
い
人
だ
か
ら
ね
」
と
口
を

揃
え
て
い
っ
た
。「
レ
コ
ー
ド
も
い
っ
ぱ
い
あ

る
か
ら
、
好
き
な
曲
を
か
け
て
も
ら
っ
た
ら
い

い
よ
」
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
付
き
で
。

ア
ナ
ロ
グ
の
世
界

　

７
月
初
旬
、
小
川
さ
ん
に
会
う
た
め
ふ
る
さ

と
村
を
訪
れ
た
。
こ
の
時
期
は
、
ホ
タ
ル
の
最

盛
期
で
あ
る
。出
迎
え
て
く
れ
た
小
川
さ
ん
は
、

ジ
ー
パ
ン
に
コ
ッ
ト
ン
の
シ
ャ
ツ
ス
タ
イ
ル
。

ロ
マ
ン
ス
グ
レ
ー
の
髪
に
は
、
バ
ン
ダ
ナ
が
巻

か
れ
、
い
か
に
も
ペ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
人
と
い

っ
た
風
貌
だ
っ
た
。
彼
は
優
し
い
笑
顔
で
、
僕

を
ペ
ン
シ
ョ
ン
内
の
応
接
間
に
案
内
し
て
く
れ

た
。

　

応
接
間
に
は
古
い
レ
コ
ー
ド
の
山
。
ざ
っ
と

見
て
も
数
千
枚
と
い
う
数
だ
。「
好
き
な
レ
コ

ー
ド
を
か
け
る
か
ら
ね
」と
の
言
葉
に
甘
え
て
、

イ
ー
グ
ル
ス
の
ホ
テ
ル
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を

リ
ク
エ
ス
ト
。
ホ
テ
ル
と
ホ
タ
ル
を
か
け
た
つ

ま
ら
な
い
冗
談
の
つ
も
り
で
頼
ん
で
み
た
の
だ

が
、
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
曲
が
持
つ

イ
メ
ー
ジ
と
ふ
る
さ
と
村
の
雰
囲
気
は
ど
こ
と

な
く
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
。
そ
れ
は
空
間
的

な
意
味
だ
け
で
は
な
い
。
小
川
さ
ん
自
身
の
不

思
議
な
魅
力
の
せ
い
だ
っ
た
と
後
々
に
な
っ
て

感
じ
た
。

　

ホ
タ
ル
が
飛
び
始
め
る
と
い
う
時
間
に
な
る

ま
で
、
し
ば
ら
く
話
は
続
い
た
。
人
口
減
少
が

続
く
龍
山
の
こ
と
や
田
舎
暮
ら
し
の
こ
と
、
ふ

る
さ
と
村
の
管
理
人
に
な
る
ま
で
の
い
き
さ
つ

な
ど
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
。
小
川
さ
ん
は
、
話
題

が
変
わ
る
度
に
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
や
写
真
を
す

ぐ
さ
ま
用
意
し
て
く
れ
た
。
特
に
小
川
さ
ん
が

大
事
に
し
て
い
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
ペ
ン
シ
ョ

ン
を
利
用
し
て
く
れ
た
人
た
ち
の
写
真
。
ア
ル

バ
ム
は
相
当
な
数
だ
っ
た
。「
写
真
を
撮
る
時

に
み
ん
な
を
笑
顔
に
す
る
の
が
得
意
な
ん
だ

よ
」
と
小
川
さ
ん
。
確
か
に
ど
の
写
真
も
笑
顔

で
あ
ふ
れ
て
い
る
。
あ
え
て
「
人
と
の
つ
な
が

り
が
大
切
だ
」
と
言
葉
に
は
し
な
か
っ
た
が
、

彼
の
人
と
な
り
が
、
そ
の
ア
ル
バ
ム
を
手
に
す

れ
ば
十
分
伝
わ
る
。
話
し
の
途
中
、
小
川
さ
ん

は
「
田
舎
は
ア
ナ
ロ
グ
の
世
界
だ
か
ら
ね
」
と

い
っ
て
い
た
が
、
レ
コ
ー
ド
し
か
り
、
ホ
タ
ル

し
か
り
、
人
と
の
関
わ
り
方
し
か
り
。
ふ
る
さ

と
村
に
あ
る
ア
ナ
ロ
グ
な
手
触
り
が
、
人
々
を

自
然
に
笑
顔
に
さ
せ
る
の
だ
と
思
っ
た
。

ホ
タ
ル
の
光
の
魔
法
、

誰
も
が
子
ど
も
の
よ
う
な
顔
に
な
る

　
「
そ
ろ
そ
ろ
出
か
け
よ
う
か
」
と
小
川
さ
ん
が
声

を
か
け
て
く
れ
た
の
は
、午
後
９
時
を
過
ぎ
て
か
ら
。

気
が
つ
い
た
ら
２
時
間
も
話
し
込
ん
で
い
た
。
聞
き

忘
れ
て
は
と
思
い
「
ホ
タ
ル
っ
て
小
川
さ
ん
に
と
っ

て
ど
ん
な
存
在
で
す
か
」
と
唐
突
に
尋
ね
る
と
「
質

問
が
下
手
だ
な
」
と
笑
わ
れ
「
金
儲
け
の
元
だ
よ
」

と
続
け
た
。
半
分
は
本
心
で
、
半
分
は
照
れ
隠
し
な

ん
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ
う
い
う
一
筋
縄
で
は
い
か

な
い
と
こ
ろ
が
、
こ
の
人
の
魅
力
だ
。

　

小
川
さ
ん
の
四
駆
に
乗
っ
て
、
ホ
タ
ル
が
見
ら
れ

る
と
い
う
川
辺
ま
で
向
う
。
そ
の
道
中
、
モ
リ
ア
オ

ガ
エ
ル
の
卵
を
発
見
し
、
カ
モ
シ
カ
に
出
会
っ
た
。

小
川
さ
ん
は
到
着
す
る
と
、
三
脚
を
立
て
て
写
真
撮

影
の
準
備
。
こ
の
日
は
、
ふ
る
さ
と
村
に
宿
泊
す
る

お
客
さ
ん
た
ち
に
同
行
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、

ホ
タ
ル
を
見
る
な
り
大
人
た
ち
は
子
ど
も
に
返
っ
た

よ
う
に
夢
中
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
人
を
惹
き
付
け
る

ホ
タ
ル
の
光
の
力
だ
と
改
め
て
思
っ
た
。
ホ
タ
ル
の

描
く
光
の
世
界
は
、
ど
こ
か
儚
は
か
な

く
神
秘
的
で
、
そ
し

て
美
し
い
。

　

準
備
を
終
え
た
小
川
さ
ん
は
、
僕
た
ち
に
ホ
タ
ル

の
生
態
に
つ
い
て
説
明
を
始
め
た
。
そ
の
説
明
は
、

今
ま
で
ど
こ
で
聞
い
た
内
容
よ
り
も
丁
寧
だ
っ
た
。

そ
し
て
、話
は
こ
う
締
め
く
く
ら
れ
る
。「
ホ
タ
ル
は
、

１
週
間
か
10
日
ほ
ど
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
そ
の
間

に
ね
、
命
が
け
の
恋
を
す
る
ん
で
す
。
ぜ
ひ
、
皆
さ

ん
も
命
が
け
で
恋
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
。「
そ
れ
じ

ゃ
あ
、
撮
る
よ
」
と
小
川
さ
ん
に
素
敵
な
魔
法
を
か

ホタルはね、
命がけで恋をするんですよ。

てんりゅう暮らしの見本帖

「ホタルに魅せられた人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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け
ら
れ
た
ま
ま
、
僕
た
ち
は
記
念
写
真
に
収
ま

っ
た
。

　

数
日
後
、
小
川
さ
ん
か
ら
そ
の
日
の
写
真
が

送
ら
れ
て
き
た
。
無
数
の
ホ
タ
ル
が
乱
舞
す
る

な
か
、僕
た
ち
は
満
面
の
笑
み
。
写
真
に
は「
ホ

タ
ル
の
宴　

龍
山
ふ
る
さ
と
村
」
の
文
字
。
も

ち
ろ
ん
、
小
川
さ
ん
の
姿
は
な
い
が
、
フ
ァ
イ

ン
ダ
の
向
こ
う
側
で
優
し
い
笑
顔
を
し
て
い
る

体
温
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
あ
、
こ
う

い
う
年
齢
の
重
ね
方
を
し
た
い
。
素
直
に
そ
う

思
っ
た
。

　

写
真
の
お
礼
を
伝
え
な
が
ら
、
も
う
一
度
、

ふ
る
さ
と
村
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
よ
う
。
自
然

と
そ
う
思
え
る
。
ふ
る
さ
と
村
は
、
リ
ピ
ー
タ

ー
が
多
い
と
小
川
さ
ん
か
ら
聞
い
て
い
た
が
、

そ
の
理
由
も
う
な
ず
け
る
。
僕
は
、
ホ
タ
ル
以

上
に
小
川
さ
ん
の
人
柄
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
よ
う
だ
。

　

さ
て
、
次
は
何
の
レ
コ
ー
ド
を
か
け
て
も
ら

う
こ
と
に
し
よ
う
か
。
ふ
る
さ
と
村
に
訪
れ
る

か
ら
に
は
、
そ
れ
も
ま
た
楽
し
み
の
一
つ
だ
。

てんりゅう暮らしの見本帖「ホタルに魅せられた人」
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地
域
に
根
ざ
し
た
芸
術
文
化
を

　

天
竜
区
二
俣
町
に
あ
る
天
竜
壬み

ぶ生
ホ
ー
ル
の

ス
テ
ー
ジ
で
は
、翌
日
に
控
え
た
本
番
を
前
に
、

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
最
終
リ
ハ
ー
サ
ル
が
行
わ
れ

て
い
た
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
タ
イ
ト
ル
は
「
カ

ッ
パ
の
総
理
大
臣
」。
水
の
大
切
さ
を
伝
え
る

た
め
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
台
本
に
は
、
天
竜
川
や

数
々
の
清
流
を
有
す
る
天
竜
区
に
ふ
さ
わ
し
い

物
語
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
出
演
す
る
子
ど
も
た

ち
お
よ
そ
30
人
は
「
龍
水
の
都
文
化
体
験
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
に
参
加
し
、
こ
れ
ま
で
に
も
地
元
の

偉
人
、
本
田
宗
一
郎
や
秋
野
不
矩
を
題
材
と
し

た
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
作
品
を
手
掛
け
て
き
た
。
こ

れ
ら
の
活
動
は
、
内
閣
府
の
チ
ャ
イ
ル
ド
ユ
ー

ス
サ
ポ
ー
ト
賞
や
静
岡
県
文
化
財
団
の
地
域
文

化
活
動
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
地
域
に
根
付
い

た
芸
術
・
文
化
活
動
と
し
て
区
内
外
に
お
い
て

も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
舞
台
上
で
の
子
ど

も
た
ち
の
演
技
や
歌
の
表
現
力
は
大
人
顔
負

け
。
公
演
の
度
に
、
見
る
人
た
ち
に
大
き
な
感

動
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

世
代
を
超
え
て
つ
く
る
舞
台

　

こ
の
日
の
リ
ハ
ー
サ
ル
に
参
加
し
て
い
た
高

校
２
年
の
田
中
さ
ん
は
、
天
竜
壬
生
ホ
ー
ル
で

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
き
っ
か
け
に
、
小
学
２

年
生
か
ら
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
始
め
た
。
舞
台
経

験
な
ら
、
10
年
近
い
ベ
テ
ラ
ン
だ
。「
母
が
申

し
込
み
を
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
ね
。
も
と
も

と
は
、
そ
れ
ほ
ど
人
前
に
出
る
の
が
得
意
な
方

で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
が
…
」
と
田
中
さ
ん
は

苦
笑
い
し
て
い
っ
た
。「
で
も
、
や
っ
て
い
る

う
ち
に
だ
ん
だ
ん
楽
し
く
な
っ
て
き
た
。
今
も

目
立
つ
の
は
苦
手
だ
け
ど
、
舞
台
上
な
ら
そ
れ

ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
始
め

た
こ
と
で
、
ち
ょ
っ
と
は
私
自
身
も
変
わ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
」と
語
る
。
彼
女
は
、

高
校
入
学
後
、
演
劇
部
に
入
部
し
た
そ
う
だ
。

　
「
カ
ッ
パ
の
総
理
大
臣
」
は
、
田
舎
町
に
現

れ
た
カ
ッ
パ
と
子
ど
も
た
ち
が
、
大
人
た
ち
を

巻
き
込
ん
で
き
れ
い
な
川
を
守
ろ
う
と
奮
闘
す

る
物
語
だ
。
出
演
者
の
大
多
数
は
小
学
生
の
た

め
、
高
校
生
の
田
中
さ
ん
は
大
人
役
。
ま
た
、

普
段
の
稽
古
場
で
の
彼
女
は
、
小
学
生
た
ち
を

見
守
る
良
き
お
姉
さ
ん
的
な
存
在
で
も
あ
る
。

　
「
こ
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
は
、
小
学
校
低
学

年
か
ら
私
の
母
親
ほ
ど
の
年
齢
の
人
ま
で
出
演

し
て
い
ま
す
。
世
代
を
超
え
て
一
つ
の
作
品
を

作
り
上
げ
て
い
く
の
は
、
貴
重
な
経
験
か
な
、

っ
て
思
い
ま
す
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
仲
間
は
大
切

で
す
ね
」
と
田
中
さ
ん
は
笑
顔
で
い
っ
た
。
高

校
の
演
劇
部
の
よ
う
に
同
世
代
だ
け
で
作
る
作

品
と
は
、ま
た
違
っ
た
面
白
さ
が
あ
る
そ
う
だ
。

「
今
回
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
〝
水
の
大
切
さ
〟。

そ
の
内
容
だ
け
考
え
れ
ば
少
し
難
し
い
で
す
よ

ね
。
で
も
、
小
さ
な
子
た
ち
も
参
加
し
て
楽
し

く
分
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
る
の
が
い
い
ん
だ

と
思
い
ま
す
」
と
今
回
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
つ

い
て
話
し
て
く
れ
た
。

天
竜
区
か
ら
届
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

天
竜
川
の
す
ぐ
そ
ば
に
住
ん
で
い
る
と
い
う

田
中
さ
ん
だ
が
、
普
段
は
自
然
の
大
切
さ
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
い

う
。
そ
れ
で
も
「
大
人
が
川
で
ポ
イ
捨
て
す
る
の
を

見
れ
ば
、
ヤ
メ
ロ
！
っ
て
思
い
ま
す
」
と
高
校
生
ら

し
い
言
葉
が
返
っ
て
く
る
。「
カ
ッ
パ
の
総
理
大
臣
」

も
、
川
が
き
れ
い
な
天
竜
に
住
む
人
た
ち
が
や
る
か

ら
こ
そ
意
義
や
説
得
力
が
あ
る
と
感
じ
て
い
た
。「
で

も
、
毎
日
こ
こ
に
住
ん
で
る
か
ら
、
そ
ん
な
風
に
感

じ
る
の
は
、
ホ
ン
ト
に
ふ
と
し
た
瞬
間
だ
け
で
す
け

ど
ね
」
と
照
れ
く
さ
そ
う
に
笑
う
。
こ
の
辺
り
の
正

直
さ
も
ま
た
、
高
校
生
ら
し
い
。

　　

翌
日
、
彼
女
た
ち
は
本
番
の
ス
テ
ー
ジ
の
上
に
い

た
。
満
員
と
な
っ
た
観
客
た
ち
は
、
子
ど
も
た
ち
の

ま
ぶ
し
い
表
情
と
物
語
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
、

演
者
た
ち
に
負
け
ず
劣
ら
ず
の
真
剣
な
顔
で
舞
台
に

向
か
っ
て
い
た
。

　

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
で
聞
か
れ

る「
川
を
き
れ
い
に
し
よ
う
」「
水
を
大
切
に
し
よ
う
」

と
い
う
台
詞
が
胸
に
残
る
。
台
本
に
書
か
れ
た
も
の

だ
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
も
、
子
ど
も
た
ち
の
素
直

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
不
思
議
と
説

得
力
が
あ
っ
た
。
田
中
さ
ん
の
「
天
竜
区
発
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
だ
か
ら
伝
わ
る
」と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
。

彼
女
も
ま
た
、
生
き
生
き
と
し
た
表
情
で
舞
台
で
歌

い
、
踊
っ
た
。

　

そ
し
て
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
大
合
唱
で
、
会
場
全

体
の
感
動
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
客
席
か
ら
は
割
れ

ん
ば
か
り
の
拍
手
。
子
ど
も
た
ち
の
こ
の
日
一
番
の

笑
顔
に
、
こ
ち
ら
も
心
が
震
え
る
の
を
は
っ
き
り
と

感
じ
た
。
彼
女
た
ち
の
大
き
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
多

く
の
人
た
ち
の
心
に
届
い
た
瞬
間
だ
。

「
私
た
ち
の
川
を
み
ん
な
で
守
ろ
う
よ
」
と
。

川がきれいなまちの人たちが
演じるミュージカルだから、意義がある。

てんりゅう暮らしの見本帖

「ミュージカルを演じる人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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てんりゅう暮らしの見本帖「ミュージカルを演じる人」
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水
が
大
事
な
ん
だ
よ
ね

「
そ
ば
打
ち
に
大
事
な
の
は
水
。
当
た
り
前
の

よ
う
に
、美
味
し
い
水
が
手
に
入
る
天
竜
区
は
、

わ
た
し
に
と
っ
て
も
そ
ば
に
と
っ
て
も
、
う
れ

し
い
よ
ね
。」

　

そ
う
語
る
の
は
、
佐
久
間
町
在
住
の
中
野
さ

ん
。
素
早
い
手
つ
き
で
、
そ
ば
の
粉
を
ど
ん
ど

ん
こ
ね
て
い
き
ま
す
。

「
水
加
減
、
こ
れ
が
決
め
手
」

　

さ
っ
き
ま
で
サ
ラ
サ
ラ
だ
っ
た
そ
ば
粉
が
、

み
る
み
る
う
ち
に
塊
に
な
っ
て
い
く
さ
ま
は
、

ま
る
で
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
よ
う
。

「
指
に
何
か
仕
掛
け
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」

　

そ
ん
な
愚
問
に
も「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
よ
。

指
の
ハ
ラ
で
や
さ
し
く
こ
ね
て
い
る
と
ね
、「
も

う
少
し
水
が
ほ
し
い
よ
」
と
か
、「
も
う
大
丈

夫
だ
よ
」
と
か
、
そ
ば
粉
が
答
え
て
く
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
だ
よ
ね
」。
そ
う
、
あ

た
た
か
い
笑
顔
で
返
し
て
く
れ
る
中
野
さ
ん
。

「
さ
て
、
練
り
に
移
ろ
う
か
」

き
っ
か
け
は
「
花
は
咲
か
せ
ら
れ
な

か
っ
た
け
ど
…
」

　

中
野
さ
ん
の
そ
ば
打
ち
の
き
っ
か
け
は
、
今

か
ら
30
年
前
に
知
人
と
長
野
県
を
訪
れ
た
と
き

の
こ
と
。
一
面
、
真
っ
白
な
そ
ば
の
花
が
咲
き

誇
っ
て
い
た
の
で
す
。
感
動
し
た
中
野
さ
ん
。

す
る
と
、
海
岸
近
く
に
住
む
知
人
も
、「
自
分

の
家
の
近
く
で
も
、
こ
の
花
を
咲
か
せ
た
い
」

と
思
わ
ず
口
に
し
た
の
で
す
。
さ
っ
そ
く
知
人

宅
へ
種
を
３
０
０
グ
ラ
ム
持
っ
て
行
っ
て
ね
。

で
も
、
さ
す
が
に
砂
浜
じ
ゃ
あ
育
た
な
か
っ
た

…
と
、
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

知
人
宅
は
、
子
ど
も
た
ち
な
ど
が
通
う
ス
ク

ー
ル
。
中
野
さ
ん
は
「
そ
ば
の
花
は
咲
か
せ
ら

れ
な
く
て
も
、
食
べ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
」

と
、
実
際
に
そ
ば
を
打
っ
て
持
っ
て
行
っ
た
の

で
す
。
中
野
さ
ん
は
続
け
ま
す
。「
子
ど
も
た

ち
が
そ
れ
は
喜
ん
で
く
れ
て
ね
。
忘
れ
ら
れ
な

い
な
、
あ
の
笑
顔
」。

　

そ
の
笑
顔
っ
て
、
き
っ
と
、
今
の
中
野
さ
ん

の
笑
顔
み
た
い
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

３
６
５
分
の
３
６
５

　
「
そ
ば
の
こ
と
？
改
め
て
聞
か
れ
る
と
困
る

な
ぁ
。
で
も
、
や
っ
ぱ
り
毎
日
、
考
え
て
い
る

ん
だ
ろ
う
ね
。
ど
う
し
た
ら
お
い
し
い
そ
ば
を

食
べ
て
も
ら
え
る
か
。「
お
い
し
か
っ
た
」「
ま

た
、
食
べ
た
い
」
っ
て
言
わ
れ
た
ら
、
ま
た
頑

張
っ
ち
ゃ
う
よ
ね
。
そ
の
た
め
に
、
そ
ば
を
打

っ
て
い
る
の
か
な
。

　

こ
の
前
、
そ
ば
の
種
を
蒔
い
て
ね
。
今
は
一

面
が
そ
ば
の
花
で
白
く
染
ま
っ
て
、
そ
れ
は
す

が
す
が
し
い
風
景
で
す
よ
。
も
う
少
し
し
た
ら

刈
り
取
っ
て
…
」今
か
ら
収
穫
が
楽
し
み
で
す
。

め
ん
棒
を
３
本
使
っ
て
延
ば
す

　

話
を
そ
ば
打
ち
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。

「
こ
ね
た
そ
ば
を
延
ば
し
ま
す
よ
」

　

め
ん
棒
を
、
ま
る
で
自
分
の
手
の
よ
う
に
自

在
に
操
る
中
野
さ
ん
。
丸
く
こ
ね
て
あ
っ
た
そ

ば
粉
が
、
い
つ
の
間
に
や
ら
、
う
す
ー
く
、
形

は
四
角
に
延
ば
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

「
少
し
で
も
乾
燥
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
ね
。
そ
ば

の
味
が
落
ち
ち
ゃ
う
か
ら
」
と
、
さ
ら
に
め
ん
棒
を

追
加
し
て
、
延
ば
し
た
そ
ば
の
半
分
を
め
ん
棒
に
く

く
り
つ
け
丸
め
て
お
き
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
表
面
が

乾
き
に
く
い
と
中
野
さ
ん
。忙
し
い
作
業
の
中
で
も
、

食
べ
て
く
れ
る
人
た
ち
へ
の
配
慮
は
欠
か
す
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。

「
切
り
ま
す
よ
」

　

あ
っ
と
い
う
間
に
、
今
ま
で
目
の
前
に
延
ば
さ
れ

て
い
た
そ
ば
が
き
れ
い
に
畳
ま
れ
て
、
切
り
板
（
ま

な
板
）
の
上
に
。
引
き
続
き
素
早
い
作
業
が
進
み
ま

す
。
細
く
均
一
に
、
そ
し
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
。
そ

う
、
運
動
会
で
徒
競
争
の
と
き
に
流
れ
る
あ
の
Ｂ
Ｇ

Ｍ
が
、
今
に
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

「
は
い
！
10
人
前
ね
」。
45
分
間
の
そ
ば
打
ち
の
時
間

は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
流
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
先
に
あ
る
笑
顔
の
た
め
に

「
趣
味
が
高
じ
て
ね
、
今
で
は
こ
れ
が
、
わ
た
し
の

生
活
の
ス
タ
イ
ル
か
な
」
と
、
中
野
さ
ん
。「
ほ
と

ん
ど
毎
朝
４
時
過
ぎ
に
起
き
て
、
５
時
か
ら
そ
ば
打

ち
を
始
め
ま
す
。
年
末
に
は
夜
８
時
ま
で
、
１
日
15

回
繰
り
返
し
そ
ば
を
打
つ
と
き
も
あ
り
ま
す
よ
」

　

中
野
さ
ん
の
そ
ば
フ
ァ
ン
は
、
お
よ
そ
15
年
の
月

日
を
経
て
、
裾
野
は
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。

「
そ
ば
屋
さ
ん
や
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
そ
ば
を
打
っ

て
い
る
人
を
見
る
と
ね
、
つ
い
つ
い
「
技
を
盗
ま
な

く
ち
ゃ
！
」
と
思
っ
て
見
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
」。

ま
だ
ま
だ
、
探
求
心
旺
盛
の
中
野
さ
ん
。〝
今
〟
を

決
し
て
満
足
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
の
先
に
あ
る
「
お
い
し
い
」「
ま
た
、食
べ
た
い
」

の
笑
顔
の
た
め
に
。

そば粉の方から話しかけて
くれている気がするんだよね。

てんりゅう暮らしの見本帖

「そばをうつ人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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てんりゅう暮らしの見本帖「そばをうつ人」
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生き残りをかけて、
水窪独自のもので勝負したい。

てんりゅう暮らしの見本帖

「栃の実でお菓子を作る人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

地域独自の文化を生かして

　都市部では、まだまだ残暑も厳しい９月。水

窪町内の門
かどげた

桁や西
にしうれ

浦、河
こ う ち う ら

内浦の山々では、栃の

実を収穫する季節が始まる。「お祭りの準備な

んかで忙しくなるけど、ほんとはこっちの作業

をやりたいぐらいなんだけどね」お祭り好きな

地域柄と聞いていたので、その言葉は本音なの

だろうかと図りかねたが、小松さんは栃の実を

触りながら淡々と話した。

　最近では、栃の木が高級建材として取り引き

されるケースが多く、栃の実の確保が年々難し

くなっているということだが、小松さんが経営

する製菓店では、すべて水窪産。こだわりを持

っている。「個性を出さないと淘汰される。水

窪独自のもので勝負しないと」その言葉は力強

かった。隣接する長野県にも栃の木は多くある

が、実を採って加工して、食べるのは水窪だけ

なんだと。長野県にはない文化だそうだ。

時間と手間をかけて
勘だけが頼りの仕事

　今年採れたばかりだという栃の実をみせても

らったが、それは栗によく似ていた。しかし、

味は栗とは違い、アクも強く、食べられるよう

になるまでには、時間と手間がかかるそうだ。

そのため、採算が合わず、大きな会社が手を出

したがらない。

　水に漬け、天日干しをして、また水に漬ける。

そして、硬い鬼皮をむいて、２～３週間ほど清

流にさらし、さらにそのあと灰の上澄み液に１

週間ほど漬ける。こうしてアクが抜けたら実を

きれいに洗って、やっと、加工できるようにな

るのだ。何段階もの手順を踏まなければならな

い。

　この作業は気温や水温、また栃の実の状態な

どで微妙な加減が必要となるため、人間の勘だ

けが頼りの難しい仕事でもある。地方、地方で

やり方が違うけど、と小松さんは前置きをして、

「やっぱり山水がいい。冷たい水がいいから山

水しか使わない」と水に対するこだわりを語っ

た。また、水以外のこだわりも教えてくれた。

薪ストーブを使っている人に楢や樫の木を提供

して灰を作ってもらい、その灰汁を利用するそ

うだ。杉やヒノキに比べ、短時間でアクが抜け

るという利点があるという。

ずっとやってきたから、
これを続ける

　背後に冬を控えた 11 月になると、山水が湧

き出ている場所で、栃の実をさらしている光景

を見かけるようになる。自家用に、自分で栃の

実を拾って、栃餅を作っている人もいるそうだ。

小松さんのところでは、水の冷たい 12 月から

翌年２月までの間に、家族総出で１年分、250

キロを下ごしらえするという。しかし、もっと

加工量を増やし、雇用促進につなげたい気持ち

があるそうだ。

　栃の実拾いや鬼皮むきは、高齢者の生きがい

づくりにもつながる仕事となりえる。また、今

後展開したいと考えているインターネット通信

販売サイトの開設なども、雇用を見込める。都

会から人が戻ってこられる環境になるために、

少しでも貢献したいという思いが伝わる。

　栃の実を使った和洋菓子は 15 種類を超える

という。「ずっとやってきたから、これを続け

てやっていく」と断言する小松さん。地域の食

文化が継承されるとともに、その思いも近く実

を結ぶだろう。
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てんりゅう暮らしの見本帖「栃の実でお菓子を作る人」
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一人ひとりの得意分野で、
地域おこしに取り組んでいるんです。

てんりゅう暮らしの見本帖

「ヤマメつかみ取り大会を企画する人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

チャイムとともにヤマメに向かう
人、人、人

　正午を告げるチャイムが鳴ると、600 人も

の人が一斉に川に入っていった。見上げると青

い空と工事中の三遠南信道路。今年で 20 回目

を迎えるヤマメつかみ取り大会が始まる。

　川の至るところに作られた堰は、ヤマメの格

好の隠れ場となる。「今年は川の水量が少ない

なあ」このイベントを主催するここほれワンワ

ン塾（以降、ワンワン塾）の代表である板橋さ

んはつぶやいた。昔に比べても川の水量は減っ

ているように感じるという。

　今まで 4 か所ほど会場を移してきたが、し

ばらくはこの会場での開催が続いている。ふと

目を移すと、川を埋め尽くすほどの、人、人、人。

大人から子どもまで、皆、ヤマメを捕まえよう

と必死になっていた。放流したヤマメは 3,300

匹程度。堰の隙間から泳いでくるヤマメを、座

り込んで待ち構える人や水中を見据えて魚の影

を追い、タイミングを計って手を出す人。捕ま

え方のスタイルは人それぞれだが、ほどなくし

て「捕まえたー！」という歓声があちらこちら

からあがり始めた。

町外から人を呼べるイベントとして

　大人も童心に返り、ひたすらヤマメを追うが、

時間が経ってコツをつかんだ子どもにはかなわ

ないようだ。水を浴び、全身びっしょりになっ

た男の子が、捕まえたヤマメを得意そうに見せ

てくれた。用意したビニール袋には、これでも

かというくらいヤマメが入っている。楽しい？

と聞くと、「うん」と即座にうなずいた。

　スポーツ少年団などで日頃付き合いがある団

体や、毎年恒例にして参加する人など、町外か

らの参加者が８割ほどにもなる。「町外から人

を呼べるイベントができることは、とても重要

だよね」と板橋さんは率直に語ってくれた。人

口の減少傾向が続く水窪にとって、交流人口が

増えることは願うべきことである。この日は、

水窪から転出した家族も多く見受けられたと聞

いた。

自然が相手　だから難しい

　ワンワン塾のメンバーは、土建業者や電気会

社、大工等で構成されていて、個々の得意分野

を生かし、さまざまな活動を行っているそうだ。

このイベントでも、会場の整備や出店の設営な

どを自前でやり、今回は、中学生のボランティ

アスタッフを加えた総勢 30 人ほどが運営にあ

たっている。

　自然が相手であるため、大雨が降った後だっ

たり、逆に雨が少なかったりした時には、開催

の有無や準備等の判断が難しいそうだ。前日に

ヤマメを放流しておいたら、夜中に捕られてし

まったこともあるという。「それから見張りを

付けるようにした」と苦笑いしながら板橋さん

は話してくれた。20 年続いたこともあり、運

営ノウハウも培われた。トイレ設置などの会場

整備や参加料の徴収方法など、経験を踏まえて

改善し円滑な運営を目指している。

　炭火の香ばしい薫りがどこからともなく漂っ

てきた。さっそく、捕まえたヤマメを焼いてい

る。ワンワン塾や女性の会などの出店もあり、

自然に囲まれたこの空間で、夏休みの 1 日を

過ごすのもいいかもしれない。
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てんりゅう暮らしの見本帖「ヤマメつかみ取り大会を企画する人」
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雨だってね、
土を耕してくれるんですよ。

てんりゅう暮らしの見本帖

「地域の特産品を作り続ける人たち」

春
野
と
い
え
ば

　　

お
茶
と
、
和
菓
子
の
あ
お
ね
り
。

　

春
野
町
を
代
表
す
る
特
産
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
に
共

通
す
る
の
は
、
作
り
手
の
「
水
」
へ
の
こ
だ
わ
り
。
今
回
は
、

春
野
町
の
茶
農
家
・
栗
㟢
さ
ん
と
、
和
菓
子
店
・
本
多
屋
の
西

岡
さ
ん
の
も
と
を
訪
ね
、
同
時
に
話
を
伺
っ
た
。
ち
な
み
に
２

人
は
、
偶
然
に
も
家
業
を
継
ぐ
４
代
目
。
代
々
、
春
野
町
の
特

産
品
を
作
り
続
け
て
き
た
老
舗
の
環
境
に
育
っ
た
。

　

茶
農
家
の
栗
㟢
さ
ん
は
、
茶
の
製
造
・
加
工
・
販
売
ま
で
を

手
掛
け
、
各
種
品
評
会
で
も
高
い
評
価
を
得
て
い
る
、
春
野
き

っ
て
の
茶
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
だ
。「
お
茶
は
作
る
と
こ
ろ
か

ら
飲
む
過
程
ま
で
、水
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
」

と
栗
㟢
さ
ん
は
語
る
が
、
何
と
い
っ
て
も
、
春
野
茶
の
深
み
を

生
み
出
し
て
い
る
の
は
「
川
霧
」
の
存
在
だ
と
い
う
。

　

川
霧
は
、
気
温
や
川
の
水
温
な
ど
が
関
係
し
て
発
生
す
る
霧

で
、
早
朝
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
霧
が
深
く
な
る
と
き
は
雲
海

の
よ
う
な
景
色
が
見
ら
れ
る
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
霧
の
水

分
が
茶
に
適
度
な
水
分
を
与
え
る
と
と
も
に
、朝
日
を
和
ら
げ
、

茶
葉
を
保
護
す
る
。
こ
れ
が
春
野
茶
の
旨
味
を
生
み
出
す
要
因

の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

特
産
品
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

春
野
は
、
川
霧
に
加
え
、
寒
暖
の
差
や
降
雨
量
な
ど
、
良
質

な
茶
を
作
り
出
す
の
に
適
し
た
環
境
に
あ
る
。
豊
富
な
雨
は
、

ゆ
っ
く
り
と
地
表
を
這
い
、
染
み
込
む
ご
と
に
土
を
ほ
ぐ
し
、

土
壌
を
整
え
る
。
栗
㟢
さ
ん
は
「
畑
を
耕
す
の
は
人
だ
け
じ
ゃ

な
い
。
雨
だ
っ
て
、
土
を
耕
し
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
」
と
話
し

て
く
れ
た
。
茶
に
ス
ト
レ
ス
を
与
え
ず
、
極
力
、
肥
料
を
減
ら

す
努
力
を
続
け
て
い
る
と
い
う
栗
㟢
さ
ん
。
自
然
の
力
を
で
き

る
限
り
活
用
し
た
農
業
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
と
力
説
し
た
。

　

話
の
途
中
、
栗
㟢
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
、
お
茶
を
淹い

れ
て
く
れ

た
。
西
岡
さ
ん
が
用
意
し
て
く
れ
た
あ
お
ね
り
と
、
緑
茶
入
り

羊
か
ん
が
そ
の
お
供
だ
。
実
は
、
こ
の
緑
茶
洋
か
ん
は
、
栗
㟢

さ
ん
と
本
多
屋
さ
ん
が
共
同
で
作
っ
た
も
の
。
お
茶
の
深
い
緑

色
が
特
徴
的
だ
。
そ
の
味
は
、
甘
さ
控
え
め
で
渋
味
も
絶
妙
。

当
然
の
ご
と
く
栗
㟢
さ
ん
自
慢
の
お
茶
に
も
よ
く
合
う
。

　
「
手
作
り
だ
か
ら
、１
日
20
本
が
限
界
で
す
ね
」と
西
岡
さ
ん
。

売
り
切
れ
御
免
の
看
板
商
品
だ
が
、
大
量
生
産
は
で
き
な
い
と

い
う
。
菓
子
作
り
に
携
わ
る
西
岡
さ
ん
も
、
も
ち
ろ
ん
水
に
は

相
当
な
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。「
う
ち
が
、
菓
子
作
り
に
使
う
の

は
沢
水
。
こ
の
水
で
な
い
と
、
こ
の
味
は
で
な
い
」
と
語
っ
て

く
れ
た
。

　

話
題
は
、春
野
に
伝
わ
る
伝
統
銘
菓「
あ
お
ね
り
」の
こ
と
に
。

あ
お
ね
り
の
特
徴
は
、
何
と
い
っ
て
も
そ
の
色
。
薄
黄
緑
色
の

生
地
は
、
春
野
の
山
々
の
青
さ
に
由
来
す
る
。
大
正
時
代
に
生

ま
れ
、
１
０
０
年
近
く
続
く
こ
の
菓
子
は
、
そ
の
色
合
い
と
味

を
今
に
受
け
継
ぎ
、
こ
の
地
を
代
表
す
る
銘
菓
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
西
岡
さ
ん
が
作
る
あ
お
ね
り
は
、
羊
か
ん
同
様
、
水
の

質
や
量
に
は
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
、丁
寧
に
作
ら
れ
て
い
る
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て

　　

栗
㟢
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
淹
れ
て
く
れ
た
お
茶
は
、
普
段
私
た

ち
が
飲
ん
で
い
る
も
の
よ
り
も
、ず
っ
と
味
に
深
み
が
あ
っ
た
。

そ
れ
で
い
て
後
味
も
す
っ
き
り
と
し
て
い
る
。
奥
さ
ん
の
話
で

は
、
お
湯
の
温
度
や
時
間
な
ど
も
、
お
茶
の
味
を
大
き
く
左
右

す
る
そ
う
だ
。
栗
㟢
さ
ん
夫
妻
は
、
お
茶
の
淹
れ
方
教
室
な
ど

も
積
極
的
に
行
い
、
緑
茶
の
普
及
に
努
め
て
い
る
。

　
「
お
茶
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
」
と
い
う
の
が
、

栗
㟢
さ
ん
夫
妻
の
持
論
。
こ
の
日
も
、
お
茶
を
囲
み
な
が
ら
、

い
つ
の
間
に
か
西
岡
さ
ん
を
含
め
た
３
人
で
、
春
野
の
こ
れ
か

ら
の
こ
と
、
お
互
い
の
仕
事
の
こ
だ
わ
り
か
ら
、
世
間
話
に
至

る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
つ
い
て
話
が
弾
ん
だ
。

　

自
然
の
恵
み
が
凝
縮
さ
れ
た
春
野
茶
と
あ
お
ね
り
。
そ
れ
ぞ

れ
の
味
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
で
き
れ
ば
多
く
の
人
と
話
を
し
な

が
ら
、
そ
の
時
間
も
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
の
が
作
り
手
の

願
い
だ
。
ぜ
ひ
、
味
わ
う
機
会
が
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
思
い
も

感
じ
な
が
ら
、
堪
能
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
た
い
。

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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てんりゅう暮らしの見本帖「地域の特産品を作り続ける人たち」
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誰
か
の
笑
顔
が
力
に
な
る

　

二ふ
た
ま
た俣
の
町
中
を
流
れ
、
昔
か
ら
地
域
の
人
々

に
親
し
ま
れ
て
き
た
二
俣
川
。

　

８
月
も
終
わ
り
が
近
づ
い
た
日
曜
日
の
早

朝
、
河
原
に
は
草
刈
機
の
音
が
響
い
て
い
た
。

こ
の
日
は
河
原
の
美
化
活
動
が
行
わ
れ
る
日
。

す
で
に
黙
々
と
草
を
刈
る
人
の
姿
が
あ
る
。
し

ば
ら
く
す
る
と
、
河
原
に
は
多
く
の
人
が
集
ま

っ
て
き
て
、
お
の
お
の
道
具
を
手
に
と
っ
て
作

業
を
開
始
し
た
。

　

こ
の
活
動
を
し
て
い
た
の
は
、「
二
俣
川
の

岸
辺
を
き
れ
い
に
す
る
会
」
の
皆
さ
ん
。
二
俣

川
を
み
ん
な
で
遊
べ
て
、
ゆ
っ
た
り
と
く
つ
ろ

げ
る
よ
う
な
川
に
し
た
い
。
こ
う
し
た
思
い
を

持
っ
た
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
美
化
活
動
が
始

ま
っ
た
。
活
動
を
始
め
て
今
年
で
13
年
目
。
４

〜
10
月
の
年
６
回
活
動
を
し
て
い
る
。
夏
場
の

活
動
が
多
く
、
暑
さ
と
の
戦
い
だ
が
、
毎
回
30

人
以
上
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
。「『
や
ら

な
き
ゃ
だ
め
だ
！
』
っ
て
い
う
思
い
で
や
る
ん

じ
ゃ
な
く
て
、
こ
っ
ち
も
ね
、
楽
し
み
な
が
ら

や
っ
て
る
よ
。
遊
び
に
来
る
人
の
笑
顔
が
見
た

く
っ
て
ね
。
そ
れ
か
ら
草
を
刈
り
終
わ
っ
た
後

『
や
っ
た
ぞ
！
』
っ
て
い
う
達
成
感
が
、
何
よ

り
も
気
持
ち
い
い
か
ら
ね
。
こ
こ
を
浜
松
の
自

慢
の
ス
ポ
ッ
ト
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
よ
」

今
で
は
岸
辺
に
お
弁
当
を
食
べ
に
く
る
人
も
増

え
て
き
た
。
夏
休
み
に
は
親
子
で
い
っ
ぱ
い
に

な
る
。

　
「
い
い
風
景
だ
な
と
思
っ
た
よ
。
う
れ
し
く

っ
て
ね
。
会
の
み
ん
な
に
手
紙
で
知
ら
せ
た
ん

だ
」。
活
動
が
あ
る
月
ご
と
に
会
員
に
手
紙
を

出
す
と
い
う
世
話
人
代
表
の
渥
美
さ
ん
。
そ
の

手
紙
に
は
い
つ
も
、
川
で
見
か
け
た
う
れ
し
い

風
景
な
ど
、
こ
の
活
動
の
励
み
と
な
る
よ
う
な

一
言
を
添
え
て
い
る
と
い
う
。
活
動
は
無
理
な

く
、「
都
合
が
付
く
と
き
だ
け
参
加
す
る
」
と

い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。
何
よ
り
も
体

を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
し
、
活
動
に
参
加
で
き

な
く
て
も
、
二
俣
川
を
愛
す
る
と
い
う
思
い
を

持
っ
て
い
て
く
れ
る
だ
け
で
い
い
と
渥
美
さ
ん

は
言
う
。「
川
に
遊
び
に
来
る
人
に
も
ね
、『
今

日
一
日
だ
け
私
た
ち
と
同
じ
会
員
に
な
っ
て
く

だ
さ
い
』
と
呼
び
か
け
て
い
る
ん
で
す
よ
。
会

員
と
同
じ
気
持
ち
に
な
っ
て
こ
の
川
を
愛
し
て

も
ら
お
う
っ
て
ね
。
そ
う
す
る
と
ね
、
川
を
き

れ
い
に
し
て
帰
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
。
そ
し
て

ま
た
遊
び
に
来
て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す

ね
」

愛
す
べ
き
二
俣
川

　
「
作
業
を
し
て
い
る
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思

い
を
も
っ
て
や
っ
て
い
て
ね
」
と
渥
美
さ
ん
は

言
う
。
会
員
は
集
ま
り
次
第
、
自
分
の
持
ち
場

へ
散
っ
て
い
く
。
申
し
合
わ
せ
を
せ
ず
と
も
自

分
の
役
割
が
、
染
み
付
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

ら
し
い
。
草
の
刈
り
方
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
た

人
や
、
担
当
す
る
場
所
に
思
い
入
れ
が
あ
る
人

も
い
る
。
し
か
し
、
二
俣
川
を
愛
す
る
思
い
だ

け
は
す
べ
て
の
会
員
が
共
有
し
て
い
る
と
い

う
。「
す
ぐ
近
く
の
お
寺
の
ご
住
職
が
、
９
時

頃
に
な
る
と
一
輪
車
で
冷
た
い
お
茶
や
お
菓
子

を
い
っ
ぱ
い
持
っ
て
き
て
く
れ
て
ね
。
そ
う
や

っ
て
い
ろ
ん
な
人
の
気
持
ち
が
集
ま
っ
て
、
人

と
人
が
ふ
れ
あ
う
二
俣
川
の
岸
辺
が
実
現
し
て
き
て

る
の
か
な
と
思
う
ね
」

　

ま
た
、
10
月
の
活
動
後
に
は
、
地
元
の
中
学
生
全

員
が
集
ま
っ
て
、
青
少
年
健
全
育
成
会
の
人
た
ち
と

一
緒
に
刈
っ
た
後
の
草
を
集
め
、
ト
ラ
ッ
ク
で
運
び

だ
す
の
だ
と
い
う
。「
草
を
刈
っ
て
も
ら
う
と
な
る

と
中
学
生
に
は
な
か
な
か
大
変
だ
か
ら
ね
。
草
を
運

ぶ
お
手
伝
い
を
や
っ
て
も
ら
っ
て
る
よ
。そ
こ
に
は
、

活
動
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
地
域
全
体
で
二

俣
川
を
後
世
に
伝
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い

が
あ
る
ん
だ
」。
子
ど
も
た
ち
は
い
つ
も
、
地
域
の

人
と
一
緒
に
仕
事
が
で
き
て
よ
か
っ
た
と
い
っ
て
く

れ
る
そ
う
だ
。

　
「
こ
れ
は
ま
あ
冗
談
な
ん
だ
け
ど
ね
」
と
渥
美
さ

ん
は
前
置
き
し
て
、
最
後
に
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
て

く
れ
た
。「
年
６
回
の
活
動
が
13
年
間
。
単
純
に
計

算
し
て
78
回
、
７
回
や
っ
た
年
も
あ
っ
た
か
ら
80
回

は
や
っ
て
る
か
な
。
そ
の
中
で
ね
、
た
っ
た
１
回
だ

け
な
ん
だ
よ
。
雨
で
延
期
に
な
っ
た
の
は
。
だ
か
ら

ね
、『
太
陽
も
俺
た
ち
の
仲
間
な
ん
だ
な
』
な
ん
て

言
っ
て
ま
す
よ
。」

　

な
る
ほ
ど
、
渥
美
さ
ん
が
い
う
と
お
り
、
こ
の
日

も
良
く
晴
れ
た
日
だ
っ
た
。太
陽
も
二
俣
川
を
愛
し
、

こ
の
活
動
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
か
。
人
と
人
、
人
と
川
と
を
つ
な
げ
て
き
た
渥
美

さ
ん
の
言
葉
に
は
、
冗
談
と
は
い
え
説
得
力
が
あ
る

よ
う
な
気
が
し
た
。

　

二
俣
川
を
き
れ
い
に
す
る
人
、
そ
の
人
た
ち
を
支

え
る
人
、
そ
し
て
二
俣
川
で
遊
ぶ
人
。
川
を
通
し
て

人
と
人
が
つ
な
が
り
、
人
と
人
の
つ
な
が
り
が
ま
た

こ
の
川
を
守
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
巡
り
巡
っ
て
い

く
人
の
思
い
は
、
決
し
て
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い

こ
の
二
俣
川
の
流
れ
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

草を刈り終わった後の「やったぞ」
って達成感が何よりも気持ちいい。

てんりゅう暮らしの見本帖

「二俣川の岸辺をきれいにする人たち」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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てんりゅう暮らしの見本帖「二俣川の岸辺をきれいにする人たち」
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あまごにとって水は大事、
でも「楽しさ」はもっと大事。

てんりゅう暮らしの見本帖

「あまごの養殖をする人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

２
年
か
け
て

「
だ
い
た
い
、
あ
ま
ご
の
養
殖
っ
て
の
は
、
１
年
で
出
荷

す
る
ん
だ
。
で
も
ね
、
こ
こ
で
は
２
年
か
け
て
世
に
出
て

い
く
。
だ
か
ら
、
お
れ
た
ち
の
愛
情
が
た
っ
ぷ
り
な
ん
だ

よ
ね
」

　

そ
う
語
る
の
は
、
も
う
こ
こ
で
20
年
も
あ
ま
ご
の
養
殖

を
し
て
い
る
、
清
水
さ
ん
、
鈴
木
さ
ん
。
小
雨
が
降
る
中
、

長
靴
を
履
い
た
２
人
は
、
今
日
も
あ
ま
ご
の
様
子
を
心
配

そ
う
に
見
に
来
ま
す
。

　

４
人
の
メ
ン
バ
ー
で
今
年
も
、
お
よ
そ
４
万
個
の
卵
を

ふ
化
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、順
調
に
生
育
す
る
の
は
、

１
万
個
く
ら
い
だ
と
か
。「
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
、
ダ

メ
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
そ
れ
が
、
汚
れ
な
の
か
、
温
度
な
の

か
。
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
だ
ね
」
２
年
の
間
に
は
、
数
々
の

困
難
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
で
す
。

暑
い
天
竜
区
の
夏

　

今
年
の
夏
も
、
と
て
も
暑
か
っ
た
天
竜
区
。
こ
こ
の
あ

ま
ご
た
ち
も
、
が
ん
ば
っ
て
こ
の
夏
を
乗
り
越
え
て
き
ま

し
た
。「
水
温
が
15
度
を
超
え
る
と
、
伝
染
病
に
か
か
り

や
す
く
な
る
ん
だ
よ
ね
」。

　

５
つ
あ
る
水
槽
を
、
毎
日
欠
か
さ
ず
見
守
っ
て
き
ま
し

た
。
水
温
が
上
が
る
と
、
病
気
が
一
気
に
広
が
っ
て
し
ま

い
ま
す
。「
水
温
、
水
の
量
に
は
神
経
を
使
う
よ
ね
。
な

ん
と
か
、
こ
の
夏
は
よ
か
っ
た
け
ど
、
い
つ
だ
っ
た
か
な

〜
、
何
年
か
前
に
は
全
滅
し
て
し
ま
っ
て
ね
。
か
わ
い
そ

う
だ
っ
た
な
」。

　

つ
ら
い
思
い
出
も
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

あ
ま
ご
に
と
っ
て
、
最
適
な
天
竜
の
「
水
」

「
何
よ
り
、こ
こ
は
き
れ
い
な
水
が
あ
る
か
ら
ね
。し
か
も
、

冷
た
い
。
あ
ま
ご
に
と
っ
て
は
、
い
ち
ば
ん
の
場
所
じ
ゃ

な
い
か
な
」
そ
う
微
笑
む
目
線
の
先
に
は
、
大
き
く
育
っ

た
あ
ま
ご
。

　

コ
ン
コ
ン
と
湧
い
て
い
る
水
を
利
用
し
た
こ
の
あ
ま
ご

の
養
殖
。
20
年
前
に
そ
こ
に
目
を
つ
け
、
清
水
さ
ん
た
ち

が
資
金
や
資
材
を
持
ち
寄
り
、
自
分
た
ち
で
こ
の
養
殖
を

始
め
ま
し
た
。

「
ま
っ
た
く
、
割
に
合
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
よ
（
笑
）。
趣

味
っ
て
い
う
か
、
楽
し
み
っ
て
い
う
か
。
ま
ぁ
生
き
て
い

く
〝
張
り
合
い
〟
か
な
」

　

自
宅
の
車
庫
も
、
い
つ
の
間
に
か
あ
ま
ご
の
た
め
の
倉

庫
に
。「
こ
れ
が
ふ
化
さ
せ
る
道
具
で
、
こ
れ
が
、
エ
サ

を
あ
た
え
る
道
具
で
…
」
車
は
肩
身
が
狭
そ
う
。

水
も
大
事
、

で
も
「
楽
し
さ
」
は
も
っ
と
大
事

　

手
間
が
か
か
り
、
気
も
使
い
、
し
か
も
、
儲
か
り
も
し

な
い
。
で
も
、
ど
う
し
て
、
皆
さ
ん
は
続
け
て
い
る
の
で

し
ょ
う
？
そ
ん
な
愚
問
を
投
げ
か
け
て
み
ま
し
た
。

「
あ
は
は
、
そ
う
だ
よ
な
。
で
も
ね
、
み
ん
な
楽
し
そ
う

に
や
っ
て
る
ん
だ
よ
。
腰
や
肩
や
、
み
ん
な
ど
こ
か
し
ら

痛
い
ん
だ
け
ど
。
最
終
的
に
、
出
荷
す
る
の
は
９
千
匹
く

ら
い
か
な
。
い
ろ
い
ろ
な
所
へ
ね
。
そ
の
時
に
〝
い
い
ア

マ
ゴ
だ
ね
〟と
か〝
き
れ
い
だ
ね
〟と
か
喜
ん
で
も
ら
え
る
。

そ
の
時
は
今
ま
で
の
苦
労
が
、
一
気
に
吹
き
飛
ぶ
よ
ね
」

　

こ
の
冬
、
ま
た
４
万
個
の
卵
を
ふ
化
さ
せ
る
皆
さ
ん
。

「
腰
は
痛
い
し
、
指
先
は
冷
た
い
し
、
ほ
ん
と
割
に
合
わ

ん
な
…
」
で
も
、
や
っ
ぱ
り
笑
顔
な
ん
で
す
よ
ね
。
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てんりゅう暮らしの見本帖「あまごの養殖をする人」



30

世代が変わっても、
変わらない絆がここにはあるんですよ。

てんりゅう暮らしの見本帖

「井戸水で野菜を洗う人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

幼少期の思い出

　絣
かすり

の着物を着てモンペ姿で過ごした子どもの

頃の情景を、小塩さんは今でもよく思い出すと

いう。「お手伝いで、清水井戸から家のカメに、

バケツで水を運んでね」どの家も、それが子ど

もの仕事だったという 60 年ほど昔のことを、

懐かしそうに話しはじめた。

　昔は家の中に水道がなかったため、この井戸

水を生活用水として、今の水道水と同じ感覚で

使っていたという。「そろそろ自分の番かなあ

と、家の中から様子を伺っていましたよ」混み

合っている時は、水源が空くまでそうして待ち、

洗濯物や野菜を洗ったり、果物を冷やしたりす

るだけでなく、お茶をいれ、お米をといで炊く

ことにも使っていたそうだ。

「もう随分昔からあるけど、私が知っている限

り、渇水期でも枯れたことはないし、水量が少

なくなった時でも出続けていたわねえ」そう記

憶をたどって教えてくれた。

井戸が果たしてきた役割

　集落の女性が入れ代わり立ち代わり、洗濯物

をすすいだり野菜を洗ったりの水仕事をするこ

の井戸は、女性たちの集会所であり、たまり場

であり、まさに井戸端会議の場だったという。

　「母親からこんな話を聞きました」お嫁さん

のことを話すお姑さん、嫁ぎ先のお姑さんのこ

とを話すお嫁さん。小塩さんのお母さんは、よ

く相談相手になっていたそうだ。たまたま両者

の間に入って聞いてしまっても他言しないとい

う信頼関係の中で、ここは日常の悩みを相談で

きる唯一の場所なんだよ、と教えられたそうだ。

「家族をつなげ、地域もつなげる。大事な水源

であること以上に、そんな役割を果たしてきて

くれたこの井戸は、集落にとって重要なものだ

と思うの」

春夏秋冬　暮らしに密着

　井戸水は、夏は冷たく、冬は温かい。手に触

れる水が冷たく感じ始めたことでそろそろ夏が

来ることを、ぬるく感じ始めることで冬が近づ

いたことを、季節の変わり目が井戸水によって

体感できるんだ、と小塩さんは笑って言った。

　『掛造り』といわれ、この地域独特の建て方

になっているご自宅に伺わせてもらった。自動

車が行き交う道路に面した玄関を入ると階段が

あり、階下の空間へと続く。物置などにして使っ

ているそうだが、その階にある出入口は裏へと

通じている。「ここは、ひんやりして冷蔵庫み

たいなのよ」道路側の地下部分にあたる石積み

に触れてみると、確かに冷たい。井戸と同じ水

脈が近くを流れているため、この半地下の空間

は、夏でもあまり暑く感じないらしい。

　今ではこの井戸を利用している家も６，7 軒

に減ったというが、年に 1 回の掃除は使用し

ている住民みんなで、協力してやっているとい

う。「世代が変わっても、変わらない絆がここ

にはあるんです」水窪が大好きだという小塩さ

んのすっと伸びた背筋は、地域への愛着や誇り

を物語っていた。
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てんりゅう暮らしの見本帖「井戸水で野菜を洗う人」
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自
分
た
ち
の
ま
ち
は

自
分
た
ち
の
手
で
守
る
。

　

い
っ
と
き
廃
れ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た

「
地
域
の
た
め
に
」「
誰
か
の
た
め
に
」
と
い
う

考
え
方
が
、
東
日
本
大
震
災
の
発
生
を
機
に
見

直
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
意
識
は
「
絆
」
と
い
う

言
葉
で
語
ら
れ
、
そ
の
大
切
さ
に
つ
い
て
多
か

れ
少
な
か
れ
、誰
も
が
考
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

―
―
自
分
の
ま
ち
を
守
る
た
め
に
、
自
分
た
ち

に
で
き
る
こ
と
と
は
。

　

震
災
に
よ
り
、
地
域
を
守
る
活
動
の
代
表
と

も
い
え
る
消
防
団
の
存
在
も
再
び
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、一
方
で
現
実
に
は
、

団
員
数
の
減
少
に
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
消
防

団
活
動
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
依
然
と
し
て
厳

し
い
状
況
が
続
く
。
こ
の
こ
と
は
、
人
口
減
少

が
著
し
い
天
竜
区
に
お
い
て
も
同
様
だ
。

「
地
域
住
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
」

　

気
高
き
使
命
を
背
負
う
消
防
団
員
た
ち
。
こ

れ
に
加
え
て
天
竜
区
の
消
防
団
員
は
地
域
の
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
に
参
加
し
、汗
を
流
し
て
い
る
。

今
回
、
取
材
を
し
た
の
は
、
ふ
る
さ
と
の
清
流

「
阿あ

た

ご
多
古
川
」
を
守
る
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

る
消
防
団
員
た
ち
。「
生
ま
れ
育
っ
た
自
分
た

ち
の
ま
ち
だ
か
ら
」。
あ
え
て
口
に
す
る
者
こ

そ
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
崇
高
な
思
い
が
彼
ら

の
活
動
の
根
底
に
あ
る
。

　

あ
る
時
は
、
水
に
よ
り
住
民
た
ち
の
生
命
を

守
り
、
ま
た
あ
る
時
は
、
地
域
の
財
産
で
あ
る

水
資
源
を
守
る
人
た
ち
。
天
竜
区
の
水
と
と
も

に
あ
る
暮
ら
し
と
し
て
消
防
団
員
た
ち
の
活
動

を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

地
域
に
与
え
る
安
心
感

　

８
月
31
日
、
朝
７
時
30
分
。
暑
さ
の
盛
り
は

過
ぎ
た
と
は
い
え
、
じ
っ
と
し
て
い
て
も
汗
が

出
る
よ
う
な
８
月
最
後
の
日
曜
日
、
阿
多
古
川

の
土
手
沿
い
に
消
防
団
の
赤
い
車
両
が
４
台
並

ん
で
い
た
。
ヘ
ル
メ
ッ
ト
姿
の
団
員
た
ち
が
、

重
た
そ
う
な
可
搬
ポ
ン
プ
を
数
人
で
河
原
ま
で

運
び
下
ろ
し
て
い
る
。

　

こ
の
日
は
、
月
に
１
回
の
ポ
ン
プ
の
試
運
転

を
行
う
日
だ
。
消
防
団
員
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
仕
事
を
持
つ
傍
ら
地
域
の
活
動
に
参
加
し
て

い
る
。
土
日
に
仕
事
が
あ
る
団
員
も
少
な
く
な

い
た
め
、
活
動
時
間
を
出
勤
前
に
設
定
す
る
こ

と
も
し
ば
し
ば
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
20
代
〜

30
代
が
中
心
の
消
防
団
で
あ
る
。
各
々
、
家
族

と
過
ご
す
時
間
な
ど
も
大
切
に
し
た
い
た
め
、

こ
う
し
た
時
間
の
方
が
む
し
ろ
都
合
が
よ
い
よ

う
だ
。

　

有
事
に
備
え
て
、
不
具
合
な
ど
が
な
い
よ
う

資
機
材
な
ど
を
点
検
し
て
お
く
こ
と
も
消
防
団

の
大
切
な
仕
事
。
と
は
い
え
、
休
日
の
朝
か
ら

愚
痴
の
一
つ
も
な
い
も
の
か
と
作
業
中
の
団
員

た
ち
に
話
し
を
聞
い
た
。
あ
る
団
員
は「
ま
ぁ
、

消
防
団
が
好
き
か
嫌
い
か
と
い
わ
れ
た
ら
、
何

と
も
言
え
な
い
で
す
け
ど
…
で
も
、
こ
ん
な
こ

と
で
も
な
い
と
、
地
元
の
同
世
代
と
会
う
機
会

も
な
い
で
す
か
ら
ね
」
と
笑
っ
て
答
え
る
。

　

中
学
校
や
高
校
の
先
輩
、
後
輩
が
入
り
乱
れ
た
年

齢
構
成
と
な
っ
て
い
る
消
防
団
で
は
あ
る
が
、
今
で

は
そ
う
し
た
上
下
関
係
も
学
生
当
時
と
は
異
な
る
。

「
中
学
の
頃
は
、
一
つ
歳
が
違
う
だ
け
で
、
怖
い
人

も
い
た
ん
で
す
が
ね
。今
は
み
ん
な
い
い
お
じ
さ
ん
。

居
心
地
も
悪
く
な
い
で
す
よ
」
と
先
ほ
ど
の
団
員
。

確
か
に
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
だ
。

　

消
防
団
員
た
ち
が
点
検
を
行
う
間
、
近
く
に
架
か

る
橋
の
上
を
、散
歩
途
中
の
人
た
ち
が
通
り
か
か
る
。

多
く
の
人
は
、
河
原
を
見
な
が
ら
団
員
た
ち
に
「
朝

か
ら
ご
く
ろ
う
さ
ま
」「
大
変
だ
ね
ぇ
」
と
声
を
か

け
て
い
く
。
こ
う
し
た
光
景
か
ら
、
地
元
の
人
た
ち

の
消
防
団
へ
の
期
待
と
感
謝
の
気
持
ち
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
若
者
た
ち
が
一
生
懸
命
が
ん
ば
っ
て

い
る
姿
は
、
住
民
た
ち
に
大
き
な
安
心
感
を
与
え
て

い
る
は
ず
だ
。

同
郷
と
い
う
特
別
な
空
気
感

　

１
時
間
ほ
ど
の
ポ
ン
プ
の
点
検
作
業
を
終
え
た
団

員
た
ち
。
今
度
は
そ
の
足
で
、
地
元
の
環
境
保
全
団

体
と
と
も
に
河
川
パ
ト
ロ
ー
ル
と
清
掃
活
動
を
行
う

た
め
、
地
元
公
民
館
に
集
合
す
る
の
だ
と
い
う
。
休

日
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
出
番
が
多
い
。

　

口
で
は
文
句
を
い
い
な
が
ら
も
、
結
局
、
多
く
の

団
員
は
こ
ち
ら
の
活
動
に
も
参
加
す
る
。「
人
が
少

な
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
で
き
る
こ
と
を
で
き

る
人
が
や
る
だ
け
で
す
よ
」
と
一
言
。
別
の
予
定
が

あ
れ
ば
そ
れ
を
優
先
す
る
。
今
の
時
代
に
合
っ
た
や

り
方
で
、
参
加
は
自
由
意
思
と
の
こ
と
。
た
だ
で
さ

え
、
若
い
世
代
の
加
入
が
少
な
い
昨
今
。
活
動
の
参

加
に
対
し
て
無
理
強
い
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
。

子どもの頃から見てきたけど、
こんなにいいところだったかな。

てんりゅう暮らしの見本帖

「地域の生命と財産を守る人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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午
前
９
時
、
公
民
館
の
駐
車
場
に
は
地
域
住

民
50
人
ほ
ど
が
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
中
に

は
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
脱
い
だ
団
員
た
ち
の
姿
も

あ
る
。
こ
れ
か
ら
１
時
間
ほ
ど
か
け
て
、
川
や

道
路
、
周
辺
の
田
ん
ぼ
な
ど
に
捨
て
ら
れ
た
ゴ

ミ
拾
い
を
す
る
そ
う
だ
。

　

ゴ
ミ
袋
を
片
手
に
団
員
た
ち
は
、
空
き
缶
や

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
の
燃
え
か
す
な
ど
を
集
め
て
回

る
。
中
に
は
、
子
ど
も
連
れ
で
参
加
す
る
団
員

も
い
た
。
せ
っ
せ
と
手
は
動
か
し
な
が
ら
も
、

団
員
た
ち
は
家
庭
の
こ
と
や
世
間
話
、
パ
チ
ン

コ
の
戦
績
か
ら
仕
事
場
の
苦
労
ま
で
さ
ま
ざ
ま

な
会
話
で
盛
り
上
が
る
。

　

の
ど
か
な
田
園
風
景
に
差
し
掛
か
る
と
あ
る

団
員
が
「
ど
田
舎
っ
て
感
じ
だ
な
ぁ
」
と
笑
う
。

「
こ
ん
な
い
い
と
こ
だ
っ
た
か
な
。
ず
っ
と
住

ん
で
る
け
ど
気
づ
か
ん
も
ん
だ
ね
」
と
別
の
団

員
。
途
中
で
沢
ガ
ニ
を
見
つ
け
れ
ば
、
子
ど
も

の
よ
う
な
表
情
に
変
わ
り
、
よ
く
遊
ん
だ
川
に

差
し
掛
か
る
と
、
当
時
の
武
勇
伝
が
披
露
さ
れ

る
。
同
じ
場
所
で
育
っ
た
か
ら
こ
そ
で
き
る
地

元
な
ら
で
は
の
話
し
に
花
が
咲
い
た
。

　

作
業
が
終
わ
る
と
、
集
ま
っ
た
ゴ
ミ
が
山
の

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
中
に
は
大
き
な
鉄
く
ず

の
固
ま
り
ま
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
地
元
の
人
か

ら
は
「
今
日
は
少
な
い
方
だ
よ
」
と
の
声
。
平

成
の
名
水
百
選
に
も
選
ば
れ
た
清
流
・
阿
多
古

川
は
、
住
民
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て

い
る
の
だ
と
改
め
て
知
っ
た
。

　

活
動
を
終
え
た
団
員
た
ち
は
お
茶
で
喉
を
潤

し
な
が
ら
「
た
ま
に
は
い
い
ね
」
と
笑
顔
。
見

返
り
を
求
め
な
い
彼
ら
は
、
よ
く
冷
え
た
お
茶

だ
け
で
十
分
と
い
う
表
情
を
し
て
い
た
。

てんりゅう暮らしの見本帖「地域の生命と財産を守る人」
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霧き
り

立
つ
ま
ち
「
龍
山
」

　

天
竜
区
の
中
で
も
、
急
峻
な
場
所
が
多
い
龍

山
町
。
山
々
に
張
り
付
く
よ
う
に
集
落
が
点
在

し
、
そ
の
多
く
の
場
所
で
は
、
天
竜
区
の
象
徴

〝
大
天
竜
〟
の
雄
大
な
流
れ
を
望
む
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
龍
山
町
は
年
間
降
水
量
が
お
よ

そ
２
５
０
０
ミ
リ
と
、
雨
が
多
い
土
地
柄
で
も

あ
る
。
区
内
に
住
む
人
た
ち
の
中
に
は
「
雨
の

通
り
道
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
も
少
な

く
な
い
よ
う
だ
。
自
然
の
恵
み
で
あ
る
雨
は
、

龍
山
の
主
要
産
業
で
あ
る
林
業
や
茶
業
な
ど
を

支
え
て
き
た
大
切
な
存
在
で
も
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
龍
山
の
気
候
で
特
徴
的

な
の
が
霧
の
多
さ
だ
。
天
竜
川
や
そ
の
支
流
か

ら
湧
き
立
つ
霧
は
、
こ
の
地
に
住
む
人
た
ち
の

生
活
を
語
る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
存
在
と
も
い

え
る
。
実
際
、
住
民
の
中
に
は
「
龍
山
と
い
え

ば
霧
」
と
私
に
語
っ
て
く
れ
た
人
も
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、水
と
は
関
連
が
深
い
龍
山
で
、

こ
の
地
な
ら
で
は
の
暮
ら
し
を
探
る
中
、「
霧

穴
」
と
い
う
全
く
聞
き
慣
れ
な
い
も
の
の
存
在

を
耳
に
し
た
。

霧
が
吹
き
出
す
穴
？

は
た
ま
た
、
霧
の
立
ち
こ
め
る
洞
窟
？

　

い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
が
頭
を
巡
り
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
本
物
の
霧
穴
が
見
て
み
た
く
な

っ
た
。
地
元
の
人
の
話
で
は
、
ど
う
や
ら
霧
穴

と
は
、
種
芋
な
ど
を
保
管
し
て
い
る
穴
の
こ
と

の
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
や
は
り
百
聞

は
一
見
に
し
か
ず
、
で
あ
る
。
龍
山
で
霧
穴
を

日
常
的
に
使
っ
て
い
る
と
い
う
人
を
調
べ
、
実

際
に
訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

謎
の
穴
の
正
体
を
訪
ね
て

　

11
月
初
旬
、
龍
山
町
大お

お
み
ね嶺
の
岩が

ん
め
い明
地
区
に
住

む
生
田
さ
ん
を
訪
ね
た
。
生
田
さ
ん
は
、
70
代

後
半
の
男
性
。
優
し
い
笑
顔
の
お
父
さ
ん
だ
。

詳
し
い
話
を
聞
く
前
に
、
そ
の
も
の
を
見
た
方

が
よ
い
の
で
は
と
、
さ
っ
そ
く
霧
穴
の
あ
る
山

中
ま
で
案
内
し
て
く
れ
た
。
雑
木
林
の
中
を
し

ば
ら
く
歩
く
と
、
視
界
が
一
気
に
開
け
た
。
眼

下
に
は
天
竜
川
。
龍
山
で
は
幾
度
も
同
じ
よ
う

な
光
景
を
目
に
し
た
が
、
何
度
見
て
も
見
飽
き

な
い
。
日
々
、
こ
の
風
景
の
中
で
生
活
し
て
い

る
人
た
ち
を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
。

　

さ
ら
に
山
の
中
を
進
む
と
、生
田
さ
ん
が「
こ

れ
が
霧
穴
だ
よ
」
と
指
差
し
た
。
電
気
柵
で
囲

わ
れ
た
場
所
に
ト
タ
ン
が
か
ぶ
せ
ら
れ
て
い

る
。
生
田
さ
ん
が
ト
タ
ン
を
よ
け
る
と
、
４
つ

ほ
ど
穴
が
顔
を
出
し
た
。
一
つ
の
穴
は
、
お
よ

そ
直
径
１
メ
ー
ト
ル
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
。

　
「
最
近
は
、
イ
ノ
シ
シ
や
ら
シ
カ
や
ら
が
増

え
て
困
っ
た
も
ん
だ
」
と
生
田
さ
ん
は
苦
笑
い

し
た
。
霧
穴
を
取
り
囲
む
よ
う
に
設
置
さ
れ
た

電
気
柵
も
生
田
さ
ん
が
自
ら
手
掛
け
た
も
の
だ

と
い
う
。
な
か
な
か
手
間
の
か
か
る
仕
事
だ
ろ

う
と
想
像
し
た
。

　

霧
穴
に
近
づ
い
て
み
る
と
、
深
さ
１
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
穴
の
中
に
シ
ョ
ウ
ガ
の
種
が
保
管
さ

れ
て
い
た
。
11
月
に
取
材
す
る
こ
と
に
し
た
の

は
、
種
芋
と
な
る
里
芋
の
収
穫
が
こ
の
時
期
と

聞
い
て
い
た
た
め
だ
っ
た
が
、
少
し
時
期
が
早

か
っ
た
よ
う
だ
。
生
田
さ
ん
は
「
残
念
。
種
芋
は
こ

れ
か
ら
だ
な
」
と
笑
っ
た
。
自
然
が
相
手
だ
。
こ
れ

ば
か
り
は
し
ょ
う
が
な
い
。

　

穴
の
中
を
見
る
と
、
表
面
の
土
が
し
っ
と
り
と
濡

れ
て
い
る
。
生
田
さ
ん
は
「
霧
穴
と
い
っ
て
も
、
目

に
見
え
る
よ
う
な
霧
が
立
つ
わ
け
じ
ゃ
あ
な
い
ん
だ

よ
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
で
も
穴
の
中
は
、
霧
が
立
ち

こ
め
て
い
る
か
の
ご
と
く
、
年
中
一
定
の
湿
度
と
温

度
が
保
た
れ
る
そ
う
だ
。
こ
れ
は
山
に
し
み
込
ん
だ

水
分
が
関
係
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
に

雨
が
多
い
龍
山
ら
し
い
。

誰
か
の
た
め
に
生
き
る

　　

生
田
さ
ん
の
家
ま
で
戻
り
、
そ
の
軒
先
で
話
の
続

き
を
聞
い
た
。
生
田
さ
ん
が
住
む
岩
明
地
区
は
、
標

高
２
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
山
の
上
。
こ
の
地
区
を

下
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
霧
窪
と
呼
ば
れ
る
場
所
も
あ

る
そ
う
だ
。

　
「
毎
日
、
山
の
上
か
ら
見
て
る
と
、
霧
で
気
流
の

流
れ
が
分
か
る
ん
だ
よ
」
と
生
田
さ
ん
。「
あ
っ
ち

か
ら
、
ま
と
ま
っ
た
固
ま
り
が
く
る
と
天
気
が
悪

く
な
る
」
と
遠
く
の
山
を
指
差
し
な
が
ら
い
っ
た
。

「
霧
穴
も
そ
う
だ
け
ど
ね
、
昔
の
人
の
知
恵
な
ん
だ

ろ
う
な
。
ど
こ
か
で
そ
う
い
う
知
識
を
得
て
ね
」
と

自
然
と
共
に
暮
ら
し
て
き
た
先
人
た
ち
に
敬
意
を
払

っ
た
。
生
田
さ
ん
の
霧
穴
も
、
三
代
前
の
先
祖
が
そ

の
場
所
を
見
つ
け
て
掘
り
、
今
に
受
け
継
が
れ
た
も

の
で
あ
る
。「
１
０
０
年
は
ゆ
う
に
使
っ
て
い
る
ね
」

と
そ
の
歴
史
の
長
さ
を
話
し
て
く
れ
た
。

　

天
然
の
貯
蔵
庫
で
あ
る
霧
穴
。
昔
は
あ
ち
こ
ち
に

あ
っ
た
と
そ
う
だ
が
、
今
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な
く

な
っ
た
と
い
う
。
今
で
も
現
役
の
生
田
さ
ん
の
霧
穴

ここは何といっても霧、
昔の人の知恵なんだろうな。

てんりゅう暮らしの見本帖

「霧穴で種芋を保管する人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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は
、
近
所
の
人
た
ち
の
種
芋
の
保
管
に
も
使
わ

れ
て
い
る
。「
ま
ぁ
特
段
、
貸
し
て
る
っ
て
感

覚
は
な
い
ん
だ
け
ど
ね
。
入
れ
ば
入
れ
て
い
い

よ
っ
て
い
う
だ
け
で
ね
」
と
生
田
さ
ん
。
こ
う

い
う
寛
容
さ
が
田
舎
の
よ
い
と
こ
ろ
だ
。
共
同

で
使
用
し
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
先
ほ
ど
の

電
気
柵
を
は
じ
め
、
周
辺
の
草
刈
り
な
ど
の
管

理
は
、
生
田
さ
ん
一
人
で
や
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
作
業
を
い
と
わ
な
い
と
こ
ろ
も
、
田
舎
に

住
む
人
の
人
間
力
で
あ
る
。

　

生
田
さ
ん
と
は
、
集
落
内
の
生
活
環
境
の
維

持
に
ま
で
話
が
及
ん
だ
。
か
つ
て
は
23
世
帯
あ

っ
た
と
い
う
岩
明
地
区
だ
が
、
今
で
は
10
世
帯

に
ま
で
数
が
減
り
、
高
齢
化
も
進
ん
だ
。
周
辺

は
、茶
畑
や
森
林
な
ど
で
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、

手
入
れ
を
す
る
人
が
い
な
い
と
一
気
に
荒
れ
果

て
て
し
ま
う
と
生
田
さ
ん
は
心
配
す
る
。
現
役

時
代
か
ら
山
仕
事
や
茶
業
に
携
わ
っ
て
き
た
と

い
う
生
田
さ
ん
。
今
は
草
刈
り
や
茶
の
木
の
剪

定
な
ど
を
近
所
の
人
た
ち
か
ら
頼
ま
れ
る
こ
と

も
増
え
た
。

　
「
頼
ま
れ
る
と
断
れ
ん
だ
よ
」
と
生
田
さ
ん

は
苦
笑
い
と
も
、
困
り
顔
と
も
つ
か
な
い
表
情

で
い
っ
た
。「
よ
そ
の
こ
と
だ
か
ら
っ
て
、
ほ

っ
と
け
ば
み
ん
な
住
め
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
し

ね
。
や
れ
る
う
ち
は
や
る
だ
け
だ
な
」
と
も
語

る
。
多
く
の
人
が
頼
り
に
し
て
し
ま
う
の
は
、

生
田
さ
ん
の
人
柄
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
ろ
う
。

　

誰
か
の
た
め
に
労
を
惜
し
ま
な
い
生
田
さ
ん

の
生
き
方
に
は
頭
が
下
が
る
。
単
に
田
舎
の
人

と
ひ
と
く
く
り
に
す
る
の
は
、
や
や
乱
暴
か
も

し
れ
な
い
が
、
田
舎
の
人
を
象
徴
す
る
よ
う
な

温
か
な
人
に
出
会
え
て
本
当
に
よ
か
っ
た
。

てんりゅう暮らしの見本帖「霧穴で種芋を保管する人」
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山の恵みをいただきながら暮らす。
ここの生活は豊かな暮らしだと思うよ。

てんりゅう暮らしの見本帖

「樽
たるやま

山の滝を見守る人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

山
に
生
き
る
も
の
と
し
て

　
「
山
の
こ
と
を
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
。

で
も
、
あ
ん
ま
り
こ
の
場
所
の
こ
と
は
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た

り
も
す
る
ん
だ
け
ど
ね
」
と
追
平
さ
ん
は
笑
っ
た
。
そ
の
場
所

は
、春
野
町
田た
ご
う
ち

河
内
の
山
の
中
に
あ
る「
樽た

る
や
ま山
の
滝
」。
こ
の
日
、

追
平
さ
ん
を
訪
ね
た
の
は
、
秘
境
に
あ
る
と
い
う
こ
の
滝
を
案

内
し
て
も
ら
う
た
め
だ
。

　

そ
の
道
中
は
、間
伐
が
行
き
届
い
た
山
林
の
中
に
あ
る
林
道
。

管
理
は
、
山
仕
事
を
生
業
と
す
る
追
平
さ
ん
の
仕
事
に
よ
る
も

の
だ
。「
林
業
も
機
械
化
が
進
ん
で
ね
。
昔
に
比
べ
る
と
効
率

も
上
が
っ
た
ん
だ
よ
ね
」
と
追
平
さ
ん
。
天
竜
美
林
を
有
す
る

天
竜
区
だ
が
、
な
か
な
か
こ
こ
ま
で
手
の
行
き
届
い
た
山
の
中

を
歩
く
機
会
は
少
な
い
。

　
「
僕
た
ち
は
、
水
源
と
な
る
森
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

と
追
平
さ
ん
は
言
う
。
そ
れ
が
山
に
住
む
者
の
役
目
だ
と
。
そ

の
一
方
で
「
下
流
部
に
あ
た
る
都
市
部
の
人
た
ち
に
は
、
自
然

の
恵
み
を
実
感
し
、
で
き
れ
ば
応
援
し
て
も
ら
え
た
ら
い
い
ん

だ
け
ど
ね
」
と
そ
の
思
い
を
語
っ
て
く
れ
た
。
最
初
に
追
平
さ

ん
が
い
っ
た
「
山
の
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
は
、
こ
こ
に

住
む
人
た
ち
と
、
そ
の
暮
ら
し
も
含
め
て
と
い
う
意
味
な
の
だ

ろ
う
と
思
っ
た
。

自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
て

　

林
道
を
歩
く
こ
と
30
分
。
先
ほ
ど
ま
で
は
静
か
だ
っ
た
が
、

遠
く
の
方
で
滝
が
流
れ
落
ち
る
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。「
も
う

す
ぐ
そ
こ
だ
よ
」
と
追
平
さ
ん
。
後
を
つ
い
て
杉
林
を
さ
ら
に

進
む
と
、
突
然
、
目
の
前
に
落
差
20
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
見
事
な

滝
が
姿
を
現
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
確
か
に
秘
境
と
い
う
言
葉
が

ふ
さ
わ
し
い
場
所
だ
と
納
得
し
た
。
追
平
さ
ん
の
話
で
は
、
こ

れ
が
一
の
滝
。
さ
ら
に
二
の
滝
、三
の
滝
が
あ
る
の
だ
そ
う
だ
。

「
樽
山
を
螺
旋
状
に
水
が
流
れ
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
、
山
の
方

を
指
差
し
な
が
ら
追
平
さ
ん
は
教
え
て
く
れ
た
。

　

し
ば
ら
く
の
間
、
何
を
考
え
る
と
も
な
く
、
絶
え
ず
流
れ
落

ち
る
滝
に
見
入
っ
た
。
木
漏
れ
日
が
差
し
込
み
、
水
し
ぶ
き
が

き
ら
き
ら
と
光
る
。
滝
の
脇
に
は
小
さ
な
祠
ほ
こ
ら
が
あ
り
、
水
神
様

が
祀
ら
れ
て
い
た
。
30
年
ほ
ど
前
に
地
元
の
人
が
設
置
し
た
そ

う
だ
が
、
以
来
、
渇
水
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
と

い
う
。
こ
う
し
た
話
一
つ
を
と
っ
て
も
、
こ
の
地
に
住
む
人
た

ち
が
、
い
か
に
水
を
大
切
に
し
、
そ
の
恵
み
に
感
謝
し
な
が
ら

生
き
て
き
た
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

豊
か
な
生
活
と
は
何
か
。

　

先
ほ
ど
来
た
道
を
帰
り
な
が
ら
話
し
は
続
く
。
兼
帯
を
腰
に

つ
け
て
い
た
追
平
さ
ん
は
、
そ
の
道
す
が
ら
、
目
に
つ
い
た
木

の
枝
や
草
を
な
た
で
払
い
な
が
ら
進
ん
だ
。「
道
具
は
大
切
に

さ
れ
ま
す
か
」
と
尋
ね
る
と
「
農
家
な
ら
鍬
や
鎌
、
山
仕
事
な

ら
の
こ
ぎ
り

0

0

0

0

と
な
た

0

0

。
生
き
る
た
め
の
道
具
は
大
切
に
し
な
き

ゃ
ね
」
と
答
え
て
く
れ
た
。

　
「
昔
は
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
な
ん
て
な
か
っ
た
か
ら
ね
。
子
ど
も

の
頃
か
ら
、
遊
び
場
と
い
え
ば
山
。
道
具
の
使
い
方
も
、
手
入

れ
の
仕
方
も
自
然
と
覚
え
た
も
ん
だ
よ
」と
笑
っ
た
。
今
は「
刃

物
は
危
険
」
と
子
ど
も
た
ち
に
使
わ
せ
な
い
こ
と
が
多
い
が
、

本
来
は
道
具
を
使
う
中
で
、
そ
の
危
険
性
を
知
る
こ
と
が
大
切

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
い
う
自
分
も
な
た
の
使
い
方
一
つ

知
ら
な
い
。
前
を
行
く
追
平
さ
ん
を
見
て
い
る
と
、
こ
う
し
た

道
具
に
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
自
分
が
恥
ず
か
し
く
思
え
た
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
、
ふ
と
思
い
つ
い
た
よ
う
に
追
平
さ
ん
が

切
り
出
し
た
。「
何
が
豊
か
な
生
活
か
は
分
か
ら
な
い
け
ど
ね
」

と
前
置
き
し
「
仮
に
稼
ぐ
お
金
が
少
な
く
て
も
、
山
の
恵
み
を

い
た
だ
き
な
が
ら
暮
ら
す
、
こ
こ
の
生
活
は
豊
か
な
暮
ら
し
だ

と
思
う
ん
だ
よ
」
と
続
け
た
。
そ
し
て
、
山
里
の
魅
力
を
伝
え

る
た
め
に
、
自
分
は
山
を
守
り
、
こ
れ
に
感
謝
し
て
生
き
続
け

た
い
、
と
も
。
ふ
る
さ
と
に
誇
り
を
持
つ
人
の
言
葉
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
の
言
葉
に
も
説
得
力
が
あ
っ
た
。
追
平
さ
ん
の
後
を
追

い
な
が
ら
、
そ
の
言
葉
が
し
ば
ら
く
の
間
、
私
の
胸
に
響
い
た
。
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昔
な
が
ら
の
技
術
を
受
け
継
ぐ
「
手
漉す

き
和

紙
」。
一
枚
一
枚
丁
寧
に
手
作
り
さ
れ
た
和
紙

に
は
た
だ
の
紙
と
は
言
わ
せ
な
い
驚
く
べ
き
特

性
と
奥
の
深
さ
、
た
だ
の
道
具
で
は
終
わ
ら
な

い
温
か
さ
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、
天
竜
区
西に
し
ふ
じ藤

平だ
い
らで
紙
漉
き
を
続
け
る
阿あ

た

ご
多
古
和
紙
職
人
の
大

城
さ
ん
を
訪
ね
、
自
身
の
仕
事
へ
の
思
い
な
ど

を
伺
う
こ
と
に
し
た
。

和
紙
の
値
打
ち
は
、
こ
れ
か
ら
出
て

く
る

　

紙
漉
き
に
つ
い
て
も
和
紙
に
つ
い
て
も
全
く

不
案
内
な
私
に
、
大
城
さ
ん
は
と
て
も
丁
寧

に
説
明
し
て
く
れ
た
。
機
械
で
作
っ
た
紙
は

２
０
０
年
ほ
ど
経
つ
と
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
し

ま
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
手

漉
き
の
和
紙
は
１
０
０
０
年
も
の
間
、
保
管
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
。
１
０
０
０
年

前
の
古
文
書
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
を
考

え
れ
ば
、
こ
の
事
実
に
は
納
得
で
あ
る
。

　

和
紙
の
丈
夫
さ
、
保
存
性
の
高
さ
は
、
現
在
、

海
外
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
紙
漉
き

の
技
術
は
日
本
以
外
に
も
あ
る
と
い
う
が
、
日

本
の
「
流
し
漉
き
」
と
い
う
技
法
は
、
繊
維
が

重
な
り
合
う
こ
と
で
、
と
り
わ
け
丈
夫
な
紙
に

仕
上
が
る
。
驚
い
た
の
は
、
和
紙
は
し
わ
に
な

っ
た
ら
、
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
る
こ
と
で
元
通
り

の
き
れ
い
な
紙
に
戻
る
と
い
う
こ
と
。
大
城
さ

ん
の
説
明
を
聞
く
と
、
私
た
ち
が
良
く
知
る

「
紙
」
と
「
和
紙
」
は
、
似
て
非
な
る
も
の
と

い
っ
た
印
象
さ
え
受
け
る
。

　

一
枚
一
枚
手
漉
き
を
し
た
和
紙
は
、
何
と
い

っ
て
も
目
に
見
え
な
い
温
か
み
が
魅
力
だ
。
そ

し
て
、
そ
れ
と
は
別
に
、
目
に
見
え
る
驚
く
べ

き
高
い
機
能
性
も
和
紙
の
特
長
な
の
で
あ
る
。

紙
を
使
っ
て
く
れ
る
人
の
声
が
紙
の

質
を
良
く
し
て
い
く

　

和
紙
の
原
料
と
な
る
の
は
コ
ウ
ゾ
の
木
の

皮
。
そ
の
中
で
も
白
い
部
分
だ
け
を
使
う
。
し

た
が
っ
て
、
採
れ
る
量
が
少
な
く
原
料
は
と
て

も
貴
重
だ
。
特
に
国
産
の
コ
ウ
ゾ
は
、
価
格
も

高
い
た
め
、
現
在
は
、
タ
イ
か
ら
輸
入
し
た
も

の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
タ
イ
の
コ
ウ
ゾ
は

枝
が
太
く
原
料
を
多
く
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
代
わ
り
に
繊
維
の
一
本
一
本
が

太
い
と
い
う
欠
点
も
あ
る
。
す
る
と
、
出
来
上

が
っ
た
紙
は
に
じ
み
や
す
く
な
っ
て
し
ま
う
。

「
こ
ん
な
話
は
、
使
っ
て
く
れ
る
人
で
な
い
と

分
か
ら
な
い
こ
と
だ
で
の
う
。
漉
い
て
い
る
方

か
ら
は
、
実
際
に
使
っ
て
み
て
ど
う
か
は
分
か

ら
ん
。
使
っ
て
く
れ
た
人
の
感
想
が
紙
作
り
に

も
反
映
さ
れ
る
で
の
う
」
和
紙
を
作
る
人
が
い

れ
ば
、
そ
の
和
紙
を
使
う
人
も
当
然
い
る
。
使

っ
て
く
れ
る
人
の
声
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
よ

り
良
い
紙
を
作
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
職
人
と

し
て
の
横
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
。　

手
す
き
和
紙
の
未
来
を
憂
う

　

大
城
さ
ん
は
毎
年
、
地
元
の
小
学
校
で
行
わ

れ
る
紙
漉
き
体
験
の
講
師
を
務
め
て
い
る
。
子

ど
も
た
ち
も
毎
年
行
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
上

級
生
の
な
か
に
は
慣
れ
た
手
つ
き
で
木
枠
を
扱
う
子

も
い
る
。
今
年
初
め
て
体
験
す
る
子
も
上
級
生
の
様

子
を
見
て
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
挑
戦
す
る
。
大
城
さ

ん
は
そ
の
様
子
を
そ
っ
と
横
で
見
守
っ
て
い
た
。

　
「
製
品
と
し
て
の
紙
を
作
る
と
な
る
と
、
全
て
同

じ
厚
さ
に
漉
か
に
ゃ
あ
、
な
ら
ん
で
の
う
。
原
料
が

濃
い
水
の
と
き
も
薄
い
水
の
と
き
も
同
じ
厚
さ
に
漉

か
な
き
ゃ
な
ら
ん
」。
同
じ
漉
き
方
で
は
、
水
の
状

態
に
よ
っ
て
厚
さ
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
水
に
溶
け

る
原
料
の
濃
さ
に
合
わ
せ
て
漉
き
方
も
調
節
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
は
長
年
培
っ
て
き
た
技
術
と

い
う
も
の
だ
ろ
う
。
大
城
さ
ん
は
さ
っ
と
木
枠
で
水

を
す
く
う
と
「
だ
い
た
い
３
回
」
と
言
っ
て
漉
く
。

大
城
さ
ん
の
動
作
を
見
て
い
る
と
簡
単
そ
う
だ
が
、

そ
ん
な
に
う
ま
く
は
い
か
な
い
。
ま
し
て
や
、
同
じ

厚
さ
に
漉
き
続
け
る
こ
と
は
、
そ
う
簡
単
に
で
き
る

も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　

子
ど
も
た
ち
が
楽
し
そ
う
に
紙
を
漉
く
姿
を
横
目

に
、
今
後
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
阿
多
古
和
紙
の
技
術

継
承
の
難
し
さ
や
、
将
来
へ
の
課
題
に
つ
い
て
思
い

を
巡
ら
せ
た
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
の
楽

し
さ
を
知
る
こ
と
は
未
来
へ
の
第
一
歩
で
も
あ
る
。

挑
戦
を
続
け
る

　
「
こ
こ
い
ら
の
集
落
は
、
み
ん
な
で
開
拓
し
た
場

所
だ
ね
。
道
路
な
ん
か
も
自
分
ら
で
作
っ
た
り
直
し

た
り
し
て
き
た
ん
だ
」
大
城
さ
ん
は
集
落
で
の
暮
ら

し
に
つ
い
て
話
を
し
て
く
れ
た
。
集
落
に
は
９
軒
の

家
が
あ
る
が
、
皆
仲
が
良
く
、
掃
除
な
ど
も
一
緒
に

行
っ
て
い
る
そ
う
だ
。「
こ
の
場
所
に
は
、
子
ど
も

の
頃
か
ら
い
ろ
ん
な
思
い
出
が
あ
っ
て
の
う
」
そ
う

「今年もできた」だから「まだやれる」
って気持ちが励みになる。

てんりゅう暮らしの見本帖

「阿多古和紙を漉
す

く人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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言
っ
て
話
し
始
め
た
大
城
さ
ん
の
思
い
出
話
は

留
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。

　

今
で
も
田
ん
ぼ
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
大
城

さ
ん
は
言
う
。「
い
つ
も
、『
今
年
も
ち
ゃ
ん
と

で
き
る
だ
ろ
う
か
』
と
不
安
に
な
る
ん
だ
」。

す
る
と
奥
さ
ん
も
「
こ
の
人
、
本
当
に
気
に
病

む
ん
で
す
。
昨
日
も
運
転
免
許
の
更
新
が
あ
っ

て
。
今
回
も
大
丈
夫
か
な
っ
て
ず
っ
と
気
に
し

て
た
」
と
隣
で
微
笑
ん
だ
。
続
け
て
大
城
さ
ん

は
言
う
。「
で
も
『
今
年
も
で
き
た
！
』
っ
て

こ
と
が
、
何
よ
り
も
励
み
に
な
る
。
心
配
し
た

分
、
ち
ゃ
ん
と
で
き
た
時
は
、
何
よ
り
気
持
ち

い
い
。『
ま
だ
や
れ
る
！
』
っ
て
気
持
ち
に
な

れ
る
ん
だ
よ
」
今
は
こ
う
や
っ
て
や
れ
る
こ
と

を
一
つ
ひ
と
つ
こ
な
し
て
い
く
だ
け
と
い
う
大

城
さ
ん
。
そ
の
語
り
口
に
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ

か
ら
と
い
う
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
た
。

　　

伝
統
の
技
で
生
み
出
さ
れ
、
驚
く
べ
き
性
能

を
秘
め
た
阿
多
古
和
紙
。
そ
の
価
値
は
こ
れ
か

ら
も
注
目
を
集
め
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、そ
の
未
来
に
は
課
題
も
山
積
み
で
あ
る
。

大
城
さ
ん
は
「
手
漉
き
和
紙
の
良
さ
と
い
う
も

の
が
、
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
」と
語
っ
て
く
れ
た
。「
今

と
な
っ
て
は
、
和
紙
の
売
り
場
は
な
い
。
売
っ

た
と
し
て
も
安
い
の
で
漉
き
賃
が
見
合
わ
な

い
。
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
の
後
継
者
が
な
い
」。

　

そ
れ
で
も
大
城
さ
ん
は
今
日
ま
で
紙
を
漉
き

続
け
て
き
た
。
こ
の
地
で
阿
多
古
和
紙
と
人
生

を
共
に
し
て
き
た
大
城
さ
ん
の
挑
戦
は
、
ま
だ

ま
だ
続
い
て
い
く
。

てんりゅう暮らしの見本帖「阿多古和紙を漉く人」
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日
本
の
美
、
棚
田
を
訪
ね
て

　

棚
田
は
美
し
い
。
棚
田
と
聞
い
て
、
あ
る
人

は
月
夜
に
照
ら
さ
れ
た
鏡
田
を
思
い
浮
か
べ
る

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
あ
る
人
は
黄
金
色
に

輝
く
実
り
の
秋
の
風
景
を
連
想
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
棚
田
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
持
つ
。
そ

の
一
つ
一
つ
が
、
日
本
の
美
を
象
徴
す
る
風
景

だ
。
そ
し
て
、
天
竜
区
に
も
誇
る
べ
き
棚
田
が

あ
る
。
先
人
た
ち
が
今
に
残
し
て
く
れ
た
大
切

な
財
産
だ
。

　

５
月
の
終
わ
り
、
今
年
の
田
植
え
の
日
取
り

を
知
ら
せ
る
Ｅ
メ
ー
ル
を
も
ら
っ
た
。
棚
田
の

あ
る
生
活
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、

棚
田
を
育
て
て
い
る
人
は
ど
ん
な
生
き
方
を
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。メ
ー
ル
を
読
み
終
え
て
、

私
は
し
ば
ら
く
初
夏
の
棚
田
の
風
景
に
思
い
を

巡
ら
せ
た
。
直
接
、
そ
ん
な
質
問
を
率
直
に
ぶ

つ
け
て
み
た
い
と
考
え
な
が
ら
。

　

６
月
の
半
ば
、
朝
早
く
か
ら
、
天
竜
区
大お
お
ぐ
り栗

安や
す

の
本
村
地
区
に
あ
る
集
会
所
前
に
は
50
人
ほ

ど
の
人
が
集
ま
っ
て
い
た
。
毎
年
、
都
市
部
な

ど
か
ら
人
を
募
っ
て
棚
田
の
田
植
え
を
行
っ
て

い
る
。
参
加
者
は
子
ど
も
か
ら
年
配
の
人
ま
で

さ
ま
ざ
ま
。
今
年
は
、
市
内
中
心
部
に
あ
る
大

学
の
学
生
た
ち
の
顔
も
あ
る
。
こ
の
会
を
主
催

す
る
の
は
大
栗
安
棚
田
倶
楽
部
。
十
数
年
前
に

集
落
の
全
世
帯
に
よ
っ
て
結
成
し
、
地
域
の
宝

で
あ
る
棚
田
を
住
民
自
ら
の
手
で
守
る
活
動
を

続
け
て
き
た
。

　

こ
の
日
の
天
気
は
梅
雨
明
け
の
よ
う
な
快

晴
。
梅
雨
入
り
は
発
表
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

以
降
ま
と
ま
っ
た
雨
は
降
っ
て
い
な
い
。
標
高

お
よ
そ
４
５
０
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
大
栗
安

の
棚
田
に
と
っ
て
は
雨
が
命
だ
。
あ
る
地
元
の

人
は
「
山
間
部
は
、
梅
雨
を
相
手
に
仕
事
し
て

い
る
ん
だ
よ
」と
い
っ
た
。
そ
の
言
葉
ど
お
り
、

本
来
、
水
が
満
遍
な
く
行
き
渡
る
べ
き
こ
の
時

期
に
、
い
く
つ
か
の
田
ん
ぼ
は
干
上
が
っ
た
ま

ま
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
。「
仕
方
な
い
。
僕

た
ち
は
、
自
然
の
サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ
て
生
き

る
し
か
な
い
で
す
か
ら
ね
」
と
話
し
て
く
れ
た

の
は
棚
田
倶
楽
部
の
代
表
、
鈴
木
さ
ん
だ
。

　

暮
ら
し
と
と
も
に
あ
る
棚
田

　

鈴
木
さ
ん
は
、棚
田
で
の
米
作
り
を
は
じ
め
、

し
い
た
け
栽
培
、
茶
業
、
林
業
な
ど
を
生
業
と

し
て
い
る
。
そ
の
一
年
は
、
ま
さ
に
自
然
の
サ

イ
ク
ル
と
と
も
に
あ
る
。
例
え
ば
５
月
か
ら
の

茶
摘
み
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
る
頃
、
季
節
は
梅
雨

に
入
り
、
棚
田
の
田
植
え
の
時
期
を
迎
え
る
。

農
閑
期
と
な
る
冬
に
は
山
に
入
り
、
間
伐
な
ど

木
の
手
入
れ
を
行
う
傍
ら
、
し
い
た
け
の
栽
培

を
手
掛
け
る
。
そ
の
間
に
は
、
田
ん
ぼ
の
畦
の

補
修
や
茶
畑
の
管
理
な
ど
や
る
べ
き
こ
と
は
尽

き
な
い
。
一
年
間
を
通
し
て
暇
に
な
る
時
期
な

ど
な
い
と
い
う
。

　

鈴
木
さ
ん
に
棚
田
と
共
に
あ
る
生
活
に
つ
い

て
真
っ
先
に
質
問
す
る
と
「
そ
う
で
す
ね
。
い

い
面
も
悪
い
面
も
あ
り
ま
す
よ
」
と
答
え
が
返

っ
て
き
た
。「
見
て
の
と
お
り
、
こ
の
風
景
は

ど
こ
に
で
も
あ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。

田
植
え
の
後
も
素
晴
ら
し
い
し
、
見
渡
す
限
り

黄
金
色
の
風
景
が
広
が
る
秋
も
い
い
。
秋
は
刈

り
終
え
た
稲
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
前
で
干
さ
れ

る
〝
は
ざ
か
け
〟
も
風
物
詩
。
冬
は
雪
が
降
れ
ば
幻

想
的
な
景
色
に
変
わ
る
。
四
季
折
々
で
さ
ま
ざ
ま
な

顔
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
」
と
続
け
た
。
こ
の
地
に
住

ん
で
26
年
に
な
る
鈴
木
さ
ん
に
と
っ
て
、
棚
田
は
遺

跡
に
匹
敵
す
る
文
化
遺
産
で
あ
る
と
い
う
。
し
か

し
、
一
方
で
「
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
の
風
景

を
守
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
」と
も
。「
現

在
、
こ
の
集
落
に
は
11
世
帯
を
残
す
の
み
。
高
齢
化

も
進
ん
で
い
ま
す
。
棚
田
で
の
作
業
は
、
機
械
化
が

難
し
く
手
作
業
が
ほ
と
ん
ど
。
重
労
働
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
収
益
性
は
決
し
て
高
く
な
い
。
苦
労
が

多
い
ん
で
す
」。
そ
う
語
る
表
情
か
ら
そ
の
切
実
さ

が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
山
の
暮
ら
し
は
楽
じ
ゃ
な
い
。

で
も
ね
、
自
給
自
足
が
で
き
る
。
毎
年
思
う
ん
で
す

よ
。あ
ぁ
、今
年
も
ま
た
何
と
か
食
え
た
な
っ
て
ね
」。

そ
う
い
う
と
先
ほ
ど
ま
で
の
真
剣
な
表
情
が
や
っ
と

少
し
和
ら
い
だ
。

　

こ
こ
で
生
き
る
と
い
う
プ
ラ
イ
ド

　
「
こ
う
や
っ
て
都
会
の
人
と
一
緒
に
汗
を
流
す
の

は
、
大
栗
安
の
こ
と
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
僕
た
ち

だ
っ
て
、
未
来
に
夢
や
希
望
を
持
ち
た
い
」。
慣
れ

な
い
足
場
で
の
作
業
に
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
も
、
手

植
え
で
の
田
植
え
に
奮
闘
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人

た
ち
に
目
を
遣
り
な
が
ら
、
鈴
木
さ
ん
は
そ
う
話
し

て
く
れ
た
。「
田
植
え
は
初
め
て
」
と
は
り
き
っ
て

い
た
大
学
生
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
触
れ
た
こ
と
も
な

い
で
あ
ろ
う
田
ん
ぼ
の
泥
の
中
で
生
き
生
き
と
し
た

顔
を
し
て
い
る
。田
植
え
に
飽
き
た
子
ど
も
た
ち
は
、

虫
取
り
網
と
虫
か
ご
を
持
っ
て
迷
路
の
よ
う
に
入
り

組
ん
だ
棚
田
の
畦
を
駆
け
回
っ
て
い
た
。
生
き
物
た

僕たちは、自然のサイクルに
合わせて生きるしかないですからね。

てんりゅう暮らしの見本帖

「棚田を守る人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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ち
の
宝
庫
で
も
あ
る
大
栗
安
の
棚
田
。
目
の
前

で
映
画
の
ワ
ン
シ
ー
ン
の
よ
う
な
時
間
が
流
れ

る
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、
ど
う
し
て
も

伝
わ
ら
な
い
魅
力
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
泥
が
足

の
指
を
通
る
ヌ
メ
ッ
と
し
た
感
覚
な
ん
て
、
実

際
体
験
し
て
み
な
い
と
ね
」
鈴
木
さ
ん
は
笑
い

な
が
ら
言
っ
た
。

　

棚
田
は
美
し
い
。
美
し
い
も
の
に
は
必
ず
理

由
が
あ
る
が
、
大
栗
安
の
棚
田
の
美
し
さ
は
、

そ
れ
を
守
る
人
た
ち
の
日
々
の
苦
労
と
そ
の
苦

労
に
勝
る
プ
ラ
イ
ド
が
支
え
て
い
る
。「
や
れ

る
う
ち
は
、
手
が
か
か
っ
て
も
今
の
や
り
方
を

続
け
る
。
棚
田
は
も
ち
ろ
ん
、
先
人
た
ち
の
知

恵
も
大
切
に
し
た
い
」
と
い
う
の
が
鈴
木
さ
ん

の
プ
ラ
イ
ド
だ
。
秋
に
収
穫
さ
れ
た
米
は
「
棚

田
米
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
米
と
し
て
地
元
の
米

屋
で
販
売
さ
れ
る
。「
お
茶
に
し
て
も
、
米
に

し
て
も
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
高
い
評
価
を
い

た
だ
い
て
い
る
」
と
鈴
木
さ
ん
。「
皆
さ
ん
の

評
価
が
こ
こ
で
生
き
る
支
え
に
な
っ
て
い
る
」

と
付
け
加
え
て
く
れ
た
。「
す
べ
て
は
、
き
れ

い
な
水
と
澄
ん
だ
空
気
と
い
う
自
然
の
恵
み
の

お
か
げ
」
と
い
う
言
葉
が
、
自
然
に
対
し
て
謙

虚
で
あ
り
た
い
と
い
う
鈴
木
さ
ん
の
生
き
る
姿

勢
を
示
し
て
い
た
。

　

別
れ
際
、
鈴
木
さ
ん
は
「
大
栗
安
っ
て
、
面

白
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
」
と
笑
顔
で
尋
ね
て
き

た
。
私
は
、
大
き
く
う
な
ず
い
て
秋
の
稲
刈
り

の
時
期
に
改
め
て
こ
の
地
を
訪
ね
る
こ
と
を
約

束
し
た
。

　

大
栗
安
、
棚
田
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
住
む
人

た
ち
。
ど
れ
も
確
か
に
面
白
い
。

てんりゅう暮らしの見本帖「棚田を守る人」
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自分でやらなきゃ、
しょんないわい。

てんりゅう暮らしの見本帖

「わさび田を世話する人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

祖父から受け継いだわさび田

　その石積みは、人の手が加わって整然と並ん

ではいるものの、周囲の山林に調和し、程よく

自然の一部になっていた。石を伝い流れ落ちる

水は、上部の山々から集まってきているようだ

が、どこからともなく湧き出て、わさび田へ注

いでいる。

　伊豆地方によく見かけられるわさび田をイ

メージしていたが、それとはまた趣が違うもの

だった。伊豆がのんびり、穏やかというなら、

急こう配の斜面に作られているこのわさび田

は、素朴であり力強さを感じる。

　「おじいがやれって。そのレールに乗ってる

だけ」望月さんは、わさびを手に取りながら言っ

た。このわさび田は、明治の頃からのもの。昭

和初期に静岡市出身で、わさび製造にかかわっ

ていた望月さんのお祖父さんが引き継いだそう

だ。望月さん自身は 20 歳の頃からわさび田の

世話をしているということだ。

自然の恵み　自然との闘い

　乗用モノレールで、わさび田の上段部分まで

上らせてもらった。わさびを育てるには直射日

光を避けなければいけないが、ここは木々が作

る影が天然の日除けになっている。見下ろした

この急峻なわさび田は、一体どのように手入れ

をしているのだろうか。

　望月さんは軽々とわさび田の際に立ち、その

場で踏ん張って、わさびを抜いた。「ここは、

索道を引いて現場石を使ってわさび田を造った

んだ」石積みの補修も、自分で石を運んできて

積み上げ、コンクリートで整えた部分があると

いう。

　また、土壌作りの様子も教えてくれた。つる

はしで掘って、鋤
すき

で起こしてといった作業や栽

培方法などは、伊豆の知り合いに教えを請いに

行くそうだ。交流して、いろいろなところから

知識を得ないとなあ、と望月さんはつぶやいた。

自分でやらなきゃ、しょんないわい

　そして、「イノシシが・・・」と言葉を続ける。

よく見ると、わさび田と山林の境界に電気柵と

防護柵が施されていた。最近、作ったものだそ

うだ。イノシシがミミズやサワガニを捕りたい

がために、石積みを壊すという。中山間地域す

べてに共通する鳥獣被害である。自然の恩恵を

受けていることもあれば、自然と闘わなければ

ならないこともあるということだ。

　わさびは、１年半から２年近くの年月をか

け、栽培する。春に苗を植え、翌年秋に収穫す

ることになるという。「石積みに近い、際に生

えているものの出来がいいなあ。水が流れるか

ら酸素もよく通る。だから根が張って立派にな

るんだ。肥料はやってないよ」もうすぐ収穫間

近だ。大部分は市内や近隣の漬物屋に出荷する

そうだ。加工品は作らないのか聞くと「この前、

頼まれてわさび漬けを作った」茎はこう切って、

塩は３％程度で、と望月家直伝の作り方を教え

てくれた。水窪町内のスーパーや森林組合の売

店に、数量が限られるが置いているという。な

かなか手に入らないが好評だそうだ。

　「自分でやらなきゃ、しょんないわい」当た

り前のことだが、なかなかできないことをさ

らっと言ってにっこり笑った。
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てんりゅう暮らしの見本帖「わさび田を世話する人」
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自
然
、
森
、
木
、
緑
、
山
。

 

〝
天
竜
区
ら
し
い
も
の
〟
と
い
え
ば
、
一
に
も

二
に
も
森
林
で
あ
る
。
こ
こ
に
住
む
人
で
あ
れ

ば
「
森
に
囲
ま
れ
た
と
こ
ろ
」
だ
と
自
分
の
ま

ち
を
一
度
は
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
。

「
自
然
」、「
森
」、「
木
」、「
緑
」
そ
し
て
「
山
」。

言
い
方
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
と
に
か
く
我
々
の

ま
ち
の
象
徴
は
、
森
林
に
他
な
ら
な
い
。

　

日
本
三
大
人
工
美
林
の
一
つ
で
あ
る
天
竜
美

林
は
、
先
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら

れ
た
大
切
な
財
産
だ
。
し
か
し
、
一
方
で
昭
和

50
年
代
を
ピ
ー
ク
に
木
材
価
格
は
低
下
し
、
山

の
仕
事
・
林
業
は
、
長
い
冬
の
時
代
を
迎
え
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

森
林
は
、
大
き
く
分
け
て
２
つ
の
面
で
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。
一
つ
は
産
業
を

支
え
る
「
経
済
林
」。
も
う
一
つ
は
、
私
た
ち

の
暮
ら
し
を
守
る
と
い
う
意
味
で
の「
環
境
林
」

で
あ
る
。
現
代
は
、
言
う
に
及
ば
ず
エ
コ
の
時

代
、
環
境
の
時
代
だ
。
森
林
は
、
水
や
空
気
を

生
み
出
す
源
と
し
て
、
改
め
て
そ
の
機
能
と
重

要
性
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

話
を
天
竜
区
の
こ
と
に
戻
す
。

　

天
竜
美
林
に
降
っ
た
雨
は
、
地
下
に
浸
透
し

て
い
く
間
に
ろ
過
さ
れ
、
水
質
の
浄
化
が
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
水
は
天
竜
川
に
流
れ
込
み
、

そ
の
下
流
域
で
あ
る
静
岡
県
西
部
１
０
０
万
人

の
飲
み
水
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
範
囲
や
規
模

を
考
え
て
も
、
天
竜
区
の
森
林
の
果
た
す
役
割

は
極
め
て
大
き
い
。

　

私
た
ち
が
、
水
と
と
も
に
あ
る
天
竜
区
の
暮

ら
し
を
語
る
と
す
れ
ば
、
森
林
に
携
わ
る
人
の

存
在
は
、
そ
の
ど
真
ん
中
に
位
置
す
る
も
の
で

あ
る
と
早
い
段
階
か
ら
考
え
て
い
た
。

　

今
回
、
取
材
に
協
力
し
て
く
れ
た
伊
賀
さ
ん

は
、
木
こ
り
と
し
て
35
年
も
の
キ
ャ
リ
ア
を
持

つ
ベ
テ
ラ
ン
。
森
林
と
水
、
そ
し
て
生
命
を
守

る
山
師
に
そ
の
仕
事
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
話

を
伺
う
た
め
、
伊
賀
さ
ん
を
訪
ね
た
。

切
り
た
て
の
丸
太
に
腰
掛
け
て

　　

現
場
近
く
に
到
着
す
る
と
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー

の
轟
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と

エ
ン
ジ
ン
音
が
鳴
り
止
む
。
私
た
ち
が
到
着
し

た
こ
と
に
ど
う
や
ら
伊
賀
さ
ん
の
方
が
気
付
い

て
く
れ
た
よ
う
だ
。

　

赤
い
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
片
手
に
私
た
ち
の
と
こ

ろ
ま
で
来
て
く
れ
た
伊
賀
さ
ん
は
、
フ
ェ
イ
ス

ガ
ー
ド
の
付
い
た
オ
レ
ン
ジ
色
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト

に
、
チ
ャ
ッ
プ
ス
と
呼
ば
れ
る
プ
ロ
テ
ク
タ
ー

と
い
う
い
で
た
ち
。
何
だ
か
格
好
い
い
。
最
近

で
は
、
山
の
仕
事
に
関
心
を
持
つ
若
者
が
少
し

ず
つ
増
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
う
し
た
ぱ
っ

と
見
の
ル
ッ
ク
ス
も
若
者
を
惹
き
付
け
る
魅
力

の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
立
ち
話
で
も
何
だ
か
ら
」
と
伊
賀
さ
ん
が

道
端
の
丸
太
に
腰
掛
け
た
。
こ
の
木
も
先
ほ
ど

伊
賀
さ
ん
が
切
っ
た
ば
か
り
の
も
の
だ
。

　

伊
賀
さ
ん
が
一
息
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
さ
っ

そ
く
山
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
が
「
今
は
い
い

時
代
じ
ゃ
な
い
か
ら
ね
」
と
率
直
な
思
い
を
返

し
て
く
れ
た
。「
で
も
、
仕
事
そ
の
も
の
が
嫌

い
な
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
少
な
く
と
も
デ
ス
ク
ワ

ー
ク
よ
り
は
向
い
て
い
る
と
思
う
」と
笑
っ
た
。

　

も
と
も
と
田
ん
ぼ
や
茶
畑
に
囲
ま
れ
た
環
境
で
育

っ
た
た
め
、
体
を
動
か
す
仕
事
に
就
く
こ
と
が
自
然

な
流
れ
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
と
伊
賀
さ
ん
。
大
学
卒

業
後
、
地
元
に
帰
り
、
人
の
紹
介
で
龍
山
の
森
林
組

合
に
入
っ
た
そ
う
だ
。
当
時
は
林
業
が
ま
だ
ま
だ
元

気
な
時
代
だ
っ
た
。「
そ
の
頃
と
比
べ
る
と
山
の
仕

事
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
た
。
昔
み
た
い
に
皆
伐
す
る

こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
し
ね
」。
伊
賀
さ
ん

は
、
目
の
前
の
木
々
を
見
な
が
ら
呟
つ
ぶ
や
い
た
。　

　
職
人
の
魅
力　
　

　　

厳
し
い
時
代
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
環
境
時
代
が

到
来
し
た
こ
と
で
、
そ
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
林
業
。こ
の
こ
と
を
伊
賀
さ
ん
は「
水

を
蓄
え
る
機
能
を
持
つ
森
林
は
、
木
に
携
わ
る
自
分

た
ち
だ
け
で
な
く
、
下
流
域
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も

大
切
な
存
在
に
な
っ
た
」
と
語
っ
て
く
れ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
森
林
を
守
る
最
前
線
に
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
「
現
場
で
木
を
切
っ
て
る
と
き
は
、
そ

ん
な
に
難
し
い
こ
と
は
考
え
な
い
も
ん
だ
よ
」
と
笑

う
。
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
考
え
な
し
に
木
を
切
る

こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
周
囲
の
状
況
や
安
全
面
な
ど

に
は
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
る
。
加
え
て
、
職
人
の

知
識
や
経
験
、
技
、
勘
、
集
中
力
と
い
っ
た
も
の
全

て
が
、
目
の
前
の
１
本
の
木
に
注
が
れ
る
。

　

机
の
上
で
考
え
る
よ
う
な
こ
と
を
聞
く
の
が
何
だ

か
野や

ぼ暮
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
、
木
を
切
り
倒
す

感
覚
を
聞
く
と
「
狙
い
ど
お
り
に
い
け
ば
気
持
ち
が

い
い
も
ん
だ
ね
」
と
山
の
職
人
ら
し
い
答
え
。
職
人

的
と
い
え
ば
、
長
年
、
木
を
見
続
け
て
き
た
目
は
、

木
の
肌
の
感
じ
や
枝
の
形
、
太
さ
な
ど
で
だ
い
た
い

の
木
の
年
数
が
分
か
る
の
だ
そ
う
だ
。「
木
も
生
き

物
。
長
く
関
わ
れ
ば
何
と
な
く
相
手
の
こ
と
が
分
か

木を切ってるときは、
難しいことは考えないもんだよ。

てんりゅう暮らしの見本帖

「森林を育て、守り続ける人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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っ
て
く
る
も
の
だ
」
と
伊
賀
さ
ん
は
言
う
。
こ

う
い
う
話
は
と
て
も
面
白
い
。

　

お
そ
ら
く
、
都
会
の
若
者
た
ち
の
中
に
林
業

や
農
業
に
関
心
を
持
つ
人
た
ち
が
増
え
て
い
る

の
は
、
こ
う
し
た
自
然
の
中
で
生
き
る
力
や
技

が
魅
力
的
に
映
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
単
純
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
生
き
方
が

〝
何
だ
か
格
好
い
い
〟
の
だ
ろ
う
。

　

実
際
、
こ
こ
数
年
、
伊
賀
さ
ん
の
周
り
に
も
、

林
業
を
志
す
都
会
の
若
者
が
増
え
て
き
て
い
る

そ
う
だ
。
林
業
分
野
に
お
い
て
も
、
後
継
者
問

題
は
大
き
な
課
題
の
一
つ
。
こ
の
流
れ
は
決
し

て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
伊
賀
さ
ん
は

「
都
会
の
子
た
ち
は
す
ぐ
に
木
を
切
り
た
が
る

ん
だ
よ
ね
」
と
も
笑
う
。「
木
を
切
る
作
業
が

一
番
派
手
で
面
白
そ
う
に
見
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
で
も
基
礎
も
大
事
な
ん
だ
け
ど
ね
」。

　
「
木
の
一
生
は
、
人
の
人
生
よ
り
も
長
い
。

長
い
目
で
考
え
な
き
ゃ
ね
」
と
伊
賀
さ
ん
は
言

う
。
ス
ピ
ー
ド
や
効
率
ば
か
り
が
物
差
し
に
さ

れ
る
時
代
だ
が
、
山
で
生
き
る
職
人
と
し
て
、

ま
た
、
先
人
た
ち
が
作
り
上
げ
た
森
林
を
守
り

続
け
る
も
の
と
し
て
、
真
摯
に
そ
の
役
目
を
果

た
そ
う
と
す
る
生
き
方
が
、
短
い
言
葉
の
中
に

込
め
ら
れ
て
い
る
。
山
も
山
仕
事
も
一
日
に
し

て
な
ら
ず
、
と
い
う
わ
け
だ
。

　

日
々
、
何
気
な
く
見
て
い
る
天
竜
の
山
々
も

長
い
年
月
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
財
産
だ
。
私
た

ち
は
も
っ
と
そ
の
こ
と
を
誇
る
べ
き
な
の
だ
。

山
の
職
人
に
話
し
を
聞
い
て
、
そ
の
思
い
を
改

め
て
身
に
染
み
て
感
じ
た
。

てんりゅう暮らしの見本帖「森林を育て、守り続ける人」
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いい祭りだろ。
もっと賑

にぎ

やかにできたらいいよね
てんりゅう暮らしの見本帖

「神秘の池・新宮池で夏祭りを楽しむ人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

神
秘
の
池
と
舟
屋
台

　

７
月
下
旬
、
天
竜
区
春
野
町
和い

ず
み
だ
い
ら

泉
平
地
区
の
皆
さ
ん
が

心
待
ち
に
し
て
い
る
出
来
事
が
あ
る
。
お
祭
り
だ
。

　

こ
の
祭
り
が
行
わ
れ
る
新し
ん
ぐ
う
い
け

宮
池
は
、
標
高
５
０
０
メ
ー

ト
ル
の
山
頂
付
近
に
あ
る
。
池
に
は
舟
屋
台
が
浮
か
べ
ら

れ
、
祭
り
は
神
秘
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
る
と
い
う
。
地

域
の
つ
な
が
り
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
祭
り
だ
が
「
山

頂
に
湧
く
池
」
と
「
舟
屋
台
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
面

白
い
。
私
は
、
和
泉
平
の
人
た
ち
の
水
と
と
も
に
あ
る
暮

ら
し
に
興
味
を
引
か
れ
、
新
宮
池
の
夏
祭
り
に
出
向
い
て

み
る
こ
と
に
し
た
。

　

祭
り
当
日
、
午
後
３
時
30
分
、
地
元
の
若
衆
は
、
和
泉

平
公
民
館
を
出
発
し
、
新
宮
池
へ
と
向
か
う
。
手
製
の
ミ

ニ
屋
台
に
太
鼓
を
乗
せ
て
、
楽
し
げ
に
引
き
ま
わ
す
。
威

勢
の
い
い
掛
け
声
、笛
太
鼓
の
音
が
山
々
に
こ
だ
ま
す
る
。

お
よ
そ
２
時
間
か
け
て
山
頂
の
新
宮
池
に
到
着
。
い
よ
い

よ
祭
り
の
本
番
だ
。

　

新
宮
池
の
傍
ら
に
あ
る
新
宮
神
社
で
は
、
神
事
が
古
式

ゆ
か
し
く
行
わ
れ
、
若
衆
は
水
面
に
浮
か
べ
ら
れ
た
舟
屋

台
に
太
鼓
を
積
み
込
み
、
舟
を
出
す
準
備
を
し
て
い
た
。

お
祭
り
の
楽
し
み
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
。

そ
れ
で
い
い
ん
だ
。

　

徐
々
に
地
元
衆
や
見
物
客
な
ど
も
続
々
と
集
ま
っ
て
来

た
。
絵
に
な
る
光
景
に
カ
メ
ラ
マ
ン
が
多
数
カ
メ
ラ
を
構

え
る
。
夕
暮
れ
時
の
水
面
に
浮
か
ぶ
舟
屋
台
を
美
し
く
撮

影
し
よ
う
と
、
黙
々
と
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
覗
い
て
い
る
。

き
っ
と
腕
自
慢
な
の
だ
ろ
う
。

　

セ
ミ
の
声
に
冷
涼
な
風
が
体
を
す
り
抜
け
て
ゆ
く
。
池

の
ほ
と
り
に
腰
を
落
と
し
た
私
は
、
そ
の
一
瞬
の
静
寂
に

心
が
透
き
通
る
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
た
。そ
れ
も
束
の
間
、

か
じ
棒
を
立
て
、
舟
が
漕
ぎ
出
さ
れ
た
。
祭ま
つ
り
ば
や
し

囃
子
と
掛
け

声
勇
ま
し
く
水
面
を
舟
が
練
る
。
皆
の
心
が
高
ぶ
っ
て
ゆ

く
。

　
「
昔
は
こ
こ
に
い
っ
ぱ
い
人
が
い
た
け
ど
、
少
な
く
な

っ
た
』池
の
ほ
と
り
で
見
物
し
て
い
る
お
じ
さ
ん
が
言
う
。

お
じ
さ
ん
は
こ
う
続
け
た
。

　
『
い
い
祭
り
だ
ろ
」

　
「
そ
う
で
す
ね
」
自
然
と
答
え
た
。
何
よ
り
も
全
体
が

醸
し
出
す
雰
囲
気
が
素
晴
ら
し
い
。
集
落
の
人
々
は
、
来

客
を
受
け
入
れ
る
深
い
懐
が
あ
り
、
一
体
感
や
安
心
感
が

あ
る
。

　
「
も
っ
と
賑
や
か
な
祭
り
に
し
た
い
」
地
元
に
住
む
木

下
さ
ん
は
言
う
。「
孫
が
大
人
に
な
る
頃
も
楽
し
く
祭
り

が
出
来
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
祭
り
に
来
て
く
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
。

　

日
が
落
ち
た
頃
、
花
火
の
打
ち
上
げ
が
始
ま
っ
た
。
水

面
を
這
う
よ
う
に
動
く
金
魚
花
火
や
打
ち
上
げ
花
火
な
ど

が
行
わ
れ
、
い
よ
い
よ
祭
り
は
最
高
潮
と
な
っ
た
。

　
『
い
い
祭
り
だ
ろ
』

　

先
ほ
ど
の
言
葉
が
心
に
響
い
た
。
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てんりゅう暮らしの見本帖「神秘の池・新宮池で夏祭りを楽しむ人」
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住
民
の
手
で
守
る
飲
み
水

　

私
た
ち
が
生
き
て
行
く
上
で
欠
か
す
こ
と
が

で
き
な
い
「
水
」。
現
在
で
は
、
多
く
の
地
域

で
上
水
道
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
蛇
口
を
ひ
ね

れ
ば
簡
単
に
出
て
く
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ

が
ち
だ
。
し
か
し
、
急
峻
な
山
あ
い
に
あ
る
龍

山
町
で
は
、
大
規
模
な
水
道
設
備
の
設
置
が
困

難
な
た
め
、
住
民
た
ち
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た

組
合
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
小
規
模
な
飲
料
水

供
給
施
設
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　

今
回
、
取
材
し
た
の
は
、
寺
尾
・
中
村
北
飲

料
水
供
給
施
設
の
管
理
を
中
心
的
に
行
っ
て
い

る
中
澤
さ
ん
。
中
澤
さ
ん
の
住
む
集
落
は
現
在

10
戸
、
龍
山
町
瀬せ
じ
り尻

の
橿か

し
や
ま山

か
ら
下
っ
た
山
の

中
腹
に
位
置
す
る
。

　

ま
ず
、
中
澤
さ
ん
と
と
も
に
私
た
ち
が
向
か

っ
た
の
は
、
水
源
と
な
る
沢
の
あ
る
場
所
だ
っ

た
。
取
材
に
訪
れ
た
11
月
は
、
水
が
豊
富
に
流

れ
出
て
い
た
が
、
１
年
を
通
す
と
こ
う
い
っ
た

場
合
ば
か
り
で
は
な
い
そ
う
だ
。

　
「
特
に
冬
場
だ
ね
。
毎
年
２
月
か
ら
の
１
カ

月
は
、
こ
の
水
源
が
枯
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
」
と
中
澤
さ
ん
は
言
う
。
水
が
少
な
い

時
期
に
は
、
予
備
水
源
か
ら
取
水
し
、
何
と
か

必
要
な
水
を
確
保
す
る
。「
水
の
量
に
は
限
り

が
あ
る
。
集
落
内
の
ど
こ
か
の
家
が
水
を
出
し

っ
ぱ
な
し
に
す
る
と
他
の
家
に
影
響
す
る
か
ら

困
っ
ち
ゃ
う
」
と
中
澤
さ
ん
は
苦
笑
い
し
た
。

　

水
源
か
ら
各
家
庭
ま
で
の
間
に
は
、
タ
ン
ク

が
５
カ
所
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
掃
除

や
点
検
は
、
業
者
に
委
託
し
て
い
る
が
、
年
１

回
の
大
掃
除
は
、
集
落
に
住
む
人
た
ち
の
手
に

よ
っ
て
行
う
。
し
か
し
、
過
疎
化
と
高
齢
化
に

よ
り
、
近
年
こ
う
し
た
活
動
も
厳
し
い
状
況

だ
。「
今
は
だ
い
た
い
６
、７
人
で
大
掃
除
の
作

業
を
す
る
ん
だ
け
ど
ね
、
68
歳
の
人
が
一
番
の

若
手
」
と
中
澤
さ
ん
。
昭
和
47
年
に
最
初
の
施

設
が
整
備
さ
れ
た
頃
は
、
水
当
番
を
作
っ
て
交

代
で
水
源
や
タ
ン
ク
を
掃
除
し
て
き
た
そ
う
だ

が
、
現
在
は
中
澤
さ
ん
が
一
人
で
掃
除
を
担
う

こ
と
も
。
特
に
、
台
風
な
ど
大
雨
の
後
は
、
水

が
濁
っ
た
り
、
砂
利
が
た
ま
っ
た
り
と
大
変
な

作
業
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

集
落
の
暮
ら
し
を
支
え
る
人

　

昭
和
47
年
以
前
の
こ
と
を
聞
く
と
「
竹
を
つ

な
い
で
、
沢
や
湧
き
水
を
各
家
庭
に
引
き
込
ん

で
い
た
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
そ
の
名
残
で
、

中
澤
さ
ん
の
家
の
周
り
に
は
、
今
も
竹
の
パ
イ

プ
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
た
。
中
澤
さ
ん
の

住
む
寺
尾
地
区
は
標
高
お
よ
そ
４
５
０
メ
ー
ト

ル
。
生
活
に
必
要
な
水
を
確
保
す
る
た
め
、
先

人
た
ち
も
か
な
り
苦
労
し
た
だ
ろ
う
と
推
し
量

っ
た
。　

　

中
澤
さ
ん
の
家
に
戻
る
と
、
施
設
整
備
を
行

っ
た
当
時
の
資
料
な
ど
を
見
せ
て
も
ら
う
こ
と

が
で
き
た
。
管
理
組
合
を
設
立
し
た
経
緯
や
、

水
当
番
の
日
誌
な
ど
も
き
っ
ち
り
と
残
さ
れ
て

い
る
。
特
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
水
の
通
る

ル
ー
ト
や
ろ
過
器
な
ど
の
操
作
方
法
が
細
か
く

示
さ
れ
た
説
明
書
だ
。
写
真
入
り
の
説
明
書

は
、中
澤
さ
ん
が
パ
ソ
コ
ン
で
自
作
し
た
も
の
。

お
か
げ
で
ど
の
よ
う
に
水
が
自
宅
ま
で
供
給
さ

れ
て
い
る
か
各
家
庭
で
も
承
知
し
て
い
る
そ
う

だ
。
地
域
の
歴
史
な
ど
の
文
献
を
個
人
的
に
整
理
し

て
い
る
と
い
う
中
澤
さ
ん
な
ら
で
は
の
仕
事
と
い
え

ば
簡
単
だ
が
、
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
資
料
か
ら
、
集
落
内
で
中
澤
さ
ん
が
果
た
す
役

割
の
大
き
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
「
大
変
に
な
っ
て
き
た
け
ど
、
誰
か
が
や
ら
な
き

ゃ
し
ょ
う
が
な
い
も
ん
ね
」
と
中
澤
さ
ん
。
人
の
た

め
に
自
分
の
力
を
出
し
惜
し
ま
な
い
生
き
方
に
は
、

頭
が
下
が
る
思
い
が
し
た
。

誰
か
の
喜
び
は
自
分
の
喜
び

　

地
域
内
で
の
中
澤
さ
ん
の
役
目
は
、
水
道
施
設
の

管
理
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
手
先
が
器
用
な
こ
と

も
あ
り
、
正
月
時
期
に
な
る
と
「
し
め
縄
」
づ
く
り

を
一
手
に
引
き
受
け
る
。
そ
の
数
大
小
合
わ
せ
て
お

よ
そ
１
０
０
本
。
中
澤
さ
ん
は
「
父
親
が
や
っ
て
い

た
の
を
子
ど
も
の
頃
に
隣
で
見
て
い
た
か
ら
、
い
つ

の
間
に
か
そ
れ
に
な
ら
っ
て
自
分
も
や
る
よ
う
に
な

っ
た
」
と
、
今
に
至
る
経
緯
を
教
え
て
く
れ
た
。

　

わ
ら
を
一
つ
一
つ
手
作
業
で
丁
寧
に
す
く
作
業
か

ら
始
め
る
た
め
、
11
月
に
入
る
と
手
掛
け
始
め
る
そ

う
だ
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。
し
か
も

き
ち
ん
と
注
文
先
が
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
。
注
文

先
は
町
外
に
ま
で
及
ぶ
そ
う
だ
。「
売
る
の
で
は
な

い
ん
で
す
か
」
と
聞
く
と
、
に
こ
に
こ
と
す
る
だ
け

で
、
特
に
そ
う
い
う
つ
も
り
も
な
い
と
の
こ
と
。
し

め
縄
づ
く
り
に
必
要
な
わ
ら
は
お
よ
そ
２
０
０
束
と

い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
も
中
澤
さ
ん
が
個
人
で
用
意

し
て
い
る
と
い
う
か
ら
驚
く
。

　

こ
の
他
に
も
、
瀬
尻
地
区
の
名
物
「
ぶ
か
凧
」
の

糸
も
、
実
は
中
澤
さ
ん
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い

る
の
だ
そ
う
だ
。
２
５
０
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
と
い

大変になってきたけど、
やらなきゃしょうがないもんね。

てんりゅう暮らしの見本帖

「小規模飲料供給施設を管理する人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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う
糸
は
、
２
カ
月
か
ら
３
カ
月
を
か
け
て
麻
を

よ
り
上
げ
て
作
る
。
１
日
の
作
業
時
間
は
、
お

よ
そ
12
時
間
と
い
う
か
ら
こ
れ
ま
た
驚
き
だ

が
、そ
の
苦
労
を
中
澤
さ
ん
は
感
じ
さ
せ
な
い
。

自
分
の
役
目
を
た
だ
果
た
し
て
い
る
だ
け
と
い

っ
た
表
情
で
「
凧
が
大
空
に
揚
が
っ
て
い
く
の

が
、毎
年
の
楽
し
み
だ
よ
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

　

今
は
、
こ
の
他
に
も
地
域
内
の
屋
号
や
空
き

家
な
ど
調
べ
て
ま
と
め
て
い
る
と
い
う
中
澤
さ

ん
。
昔
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
が
い
る
う
ち

に
や
っ
て
お
き
た
い
と
話
し
て
く
れ
た
。
話
し

を
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
、
そ
の
「
ま
め
さ
」
に
た

だ
た
だ
感
心
さ
せ
ら
れ
る
が
、中
澤
さ
ん
は「
奉

仕
と
い
え
ば
奉
仕
、
遊
び
と
い
え
ば
遊
び
」
と

笑
う
だ
け
。
そ
の
飾
ら
な
い
人
柄
も
含
め
、
魅

力
的
な
人
だ
と
感
じ
た
。

　

中
澤
さ
ん
の
家
か
ら
は
、
正
面
に
竜
頭
山
、

眼
下
に
天
竜
川
と
い
う
絶
景
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
し
た
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
毎
日
暮
ら

し
て
き
た
こ
と
が
、
中
澤
さ
ん
の
お
お
ら
か
な

人
柄
に
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
と
、
話
し
を
聞
き
な
が
ら
、
ふ
と
思
っ
た
。

そ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
風
景
だ
っ
た
。

　

庭
先
で
は
ヤ
マ
ガ
ラ
が
羽
を
休
め
て
い
た
。

私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
天
竜
川
と
対
岸
の
山
々

を
眺
め
見
て
か
ら
、
し
ば
ら
く
す
る
と
気
持
ち

良
さ
そ
う
に
飛
び
立
っ
て
行
っ
た
。
鳥
に
だ
っ

て
こ
こ
か
ら
見
る
景
色
の
素
晴
ら
し
さ
が
分
か

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、も
し
か
す
る
と
、

中
澤
さ
ん
の
温
か
い
人
柄
に
魅
せ
ら
れ
て
、
こ

こ
に
立
ち
寄
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
、
と
思
う

と
何
だ
か
妙
に
納
得
し
た
気
持
ち
に
な
っ
た
。

てんりゅう暮らしの見本帖「小規模飲料供給施設を管理する人」
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伝
統
の
舞
と
水

　

天
竜
区
に
は
、
数
百
年
の
歴
史
を
持
つ
伝
統

芸
能
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
昔

か
ら
東
西
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
と
し
て
、
人
や

物
の
交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
土
地
柄
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
県
指
定
無
形
民

俗
文
化
財
で
あ
る
「
川
合
花
の
舞
」
は
、
天
竜

区
を
代
表
す
る
伝
統
芸
能
の
一
つ
だ
。

　

佐
久
間
町
川
合
地
区
に
伝
わ
る
川
合
花
の
舞

は
、
奥
三
河
の
花
祭
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
湯

立
神
楽
。
同
地
区
の
八
坂
神
社
で
行
わ
れ
る
祭

り
は
、
神
社
境
内
で
舞ま
い
ど処
の
中
央
に
置
い
た
湯

釜
の
周
り
で
一
昼
夜
舞
が
奉
納
さ
れ
る
。今
回
、

こ
の
地
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
理
由
は
こ
の
湯

釜
の
中
に
あ
る
。
釜
の
中
で
沸
く
水
は「
浜
水
」

と
呼
ば
れ
、
こ
れ
を
汲く

み
取
る
浜
水
汲
み
と

い
う
神
事
か
ら
祭
り
が
始
ま
る
と
い
う
の
だ
。

４
０
０
年
以
上
も
の
歴
史
を
持
つ
伝
統
芸
能
に

も
、や
は
り「
水
」。
天
竜
区
ら
し
い
と
感
じ
た
。

　

10
月
25
日
、
午
後
２
時
。
川
合
地
区
の
会
場

近
く
に
到
着
。
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
人
に
駐
車

で
き
る
場
所
を
聞
こ
う
と
声
を
か
け
る
と
、
こ

の
男
性
の
家
の
前
に
停
め
て
も
よ
い
と
許
可
を

も
ら
っ
た
。見
ず
知
ら
ず
の
自
分
に
対
し
て
も
、

と
て
も
親
切
。
図
ら
ず
も
田
舎
な
ら
で
は
の
優

し
い
人
柄
に
ふ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

祭
り
が
行
わ
れ
る
八
坂
神
社
に
着
く
と
、
境

内
に
は
、
舞
処
（
舞
を
行
う
場
所
）
と
呼
ば
れ

る
二
間
四
方
の
空
間
が
作
ら
れ
、
祭
り
の
準
備

は
ほ
ぼ
整
っ
て
い
た
。
会
場
に
は
、
地
元
の
人

よ
り
も
、
こ
う
し
た
伝
統
芸
能
を
訪
ね
歩
い
て

い
る
と
い
う
人
た
ち
の
姿
が
多
く
目
立
つ
。
熱

心
な
人
は
、
浜
水
汲
み
を
見
た
い
と
早
く
か
ら

会
場
に
足
を
運
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
中
の
一
人
、
三
遠
南
信
地
方
の
民
俗
学

を
研
究
し
て
い
る
と
い
う
男
性
は
「
浜
水
、
つ

ま
り
海
水
（
塩
水
）
で
身
を
清
め
、
無
病
息
災

を
願
う
と
い
う
習
わ
し
で
し
ょ
う
」
と
浜
水
の

意
味
を
解
説
し
て
く
れ
た
。「
一
つ
ひ
と
つ
の

こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
ぜ
ひ
そ
れ
を
感
じ
て
ほ

し
い
で
す
ね
」
と
続
け
た
。

　

海
に
は
ほ
ど
遠
い
山
あ
い
の
集
落
、
川
合
地

区
。
浜
水
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
の
に
は
こ

う
し
た
意
味
が
あ
る
。
か
つ
て
、浜
水
汲
み
は
、

遠
州
灘
に
つ
な
が
る
天
竜
川
ま
で
水
を
取
り
に

行
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。
時
代
と

と
も
に
、
少
し
ず
つ
形
を
変
え
な
が
ら
も
伝
統

は
確
か
に
守
ら
れ
続
け
て
い
る
。

　

午
後
３
時
。
浜
水
汲
み
を
行
う
た
め
、
１
つ

の
木
桶
を
男
性
２
人
が
持
ち
、
神
社
近
く
に
湧

き
出
た
水
を
汲
み
に
向
う
。
男
性
２
人
は
神
妙

な
面
持
ち
で
粛
々
と
水
を
汲
み
、
こ
れ
を
八
坂

神
社
ま
で
持
ち
帰
る
。
境
内
は
神
聖
な
祭
り
の

幕
開
け
に
相
応
し
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
。

祭
り
で
地
域
が
一
つ
に
な
る

　

日
が
暮
れ
る
頃
に
な
る
と
、
境
内
の
あ
ち
こ

ち
で
火
が
焚
か
れ
始
め
た
。
先
ほ
ど
の
浜
水
は

舞
処
の
中
央
の
釜
の
中
で
ぐ
ら
ぐ
ら
と
煮
え
立

っ
て
い
る
。
舞
処
で
は
、こ
の
場
を
清
め
る「
地

固
め
」
に
始
ま
り
、
最
後
の
「
湯
上
げ
」
ま
で

20
も
の
演
目
が
行
わ
れ
る
。
舞
は
笛
、
太
鼓
、

歌う
た
ぐ
ら謡
に
合
わ
せ
て
五
方
（
東
西
南
北
と
中
央
）

に
舞
子
が
舞
う
。
舞
子
を
務
め
る
の
は
子
ど
も
か
ら
大

人
ま
で
、
地
元
の
さ
ま
ざ
ま
な
年
代
の
人
た
ち
だ
。
中

に
は
、
こ
の
祭
り
の
た
め
に
遠
方
か
ら
帰
省
し
た
と
い

う
若
者
も
い
た
。

　
「
毎
年
10
月
に
入
る
と
子
ど
も
た
ち
の
練
習
が
始
ま

る
ん
で
す
よ
」
と
話
し
て
く
れ
た
の
は
、
浜
水
汲
み
を

行
っ
た
一
人
、
榑
松
さ
ん
。「
今
年
は
、
初
舞
に
な
る

幼
稚
園
児
が
３
人
。
心
配
で
す
ね
」
と
自
分
の
こ
と
以

上
に
心
配
な
様
子
だ
。
人
が
大
勢
い
た
時
代
に
は
、
小

学
生
に
な
っ
て
初
め
て
、
舞
子
と
し
て
参
加
で
き
た
そ

う
だ
。「
や
り
た
く
て
も
、
や
ら
せ
て
も
ら
え
ず
、
順

番
待
ち
だ
っ
た
頃
も
あ
っ
た
の
に
ね
」
と
当
時
を
振
り

返
る
。

　

榑
松
さ
ん
は
舞
処
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
舞
に
目
を
や

り
な
が
ら
、
話
し
を
続
け
て
く
れ
た
。
そ
の
起
源
は
鎌

倉
時
代
ま
で
遡
る
と
さ
れ
る
歴
史
あ
る
祭
り
を
ど
の
よ

う
に
し
て
残
し
て
い
く
か
。
こ
れ
は
川
合
地
区
の
大
き

な
課
題
な
の
だ
と
。

　

川
合
花
の
舞
保
存
会
の
会
長
を
務
め
る
嶋
田
さ
ん
も

同
じ
こ
と
を
懸
念
す
る
。「
最
近
は
、
近
隣
の
地
区
の

人
た
ち
も
舞
を
舞
っ
た
り
、
笛
を
吹
い
た
り
し
て
く
れ

る
。昔
は
男
性
だ
け
が
舞
に
携
わ
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、

そ
ん
な
こ
と
も
い
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
今
は
、
女
の

子
も
み
ん
な
参
加
し
て
い
ま
す
」
と
現
状
を
語
っ
て
く

れ
た
。
そ
し
て
「
口
伝
え
で
継
承
し
て
い
く
か
ら
、
時

代
と
共
に
変
わ
っ
て
い
く
部
分
も
あ
る
と
思
う
ん
で

す
。
で
も
ね
、例
え
や
り
方
が
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
も
、

地
域
で
祭
り
を
守
り
続
け
て
い
く
ん
だ
と
い
う
気
持
ち

は
変
え
ら
れ
な
い
で
す
よ
ね
」
と
続
け
た
。

次
の
世
代
は
確
か
に
育
っ
て
い
る

　

現
在
70
世
帯
ほ
ど
の
川
合
地
区
。
こ
の
日
、
取
材
を

変わることもあるし、
変えられないこともある。

てんりゅう暮らしの見本帖
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す
る
中
で
10
年
後
、
20
年
後
を
心
配
す
る
声
が

多
く
聞
か
れ
た
の
も
事
実
だ
。

　

し
か
し
、
一
方
で
頼
も
し
い
言
葉
も
聞
く
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
日
も
舞
を
見
事
に
奉
納
し

た
中
学
生
た
ち
か
ら
だ
。
幼
稚
園
の
頃
か
ら
参

加
し
て
い
る
と
い
う
彼
ら
に
こ
の
ま
ち
の
伝
統

の
舞
に
つ
い
て
聞
く
と
「
自
分
た
ち
の
ふ
る
さ

と
に
、
自
慢
で
き
る
も
の
が
あ
る
の
が
う
れ
し

い
」
と
間
髪
入
れ
ず
に
返
っ
て
き
た
。「
花
の

舞
の
歴
史
は
川
合
の
誇
り
。ず
っ
と
続
け
た
い
」

と
も
。そ
の
言
葉
を
聞
い
て
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　

先
ほ
ど
榑
松
さ
ん
が
心
配
し
て
い
た
初
舞
の

３
人
は
、
花
の
舞
の
名
の
由
来
と
も
い
わ
れ
る

花
笠
を
か
ぶ
っ
て
舞
処
に
登
場
し
た
。
舞
を
指

導
し
て
き
た
地
元
の
大
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、

多
く
の
カ
メ
ラ
マ
ン
た
ち
や
見
物
客
た
ち
も
そ

の
可
愛
ら
し
い
姿
に
温
か
い
眼
差
し
を
送
る
。

そ
し
て
、
30
分
を
超
え
る
舞
を
踊
り
切
っ
た
子

ど
も
た
ち
に
は
大
き
な
拍
手
。
会
場
は
温
か
な

雰
囲
気
と
一
体
感
に
包
ま
れ
た
。

　

４
歳
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
日
の

出
来
事
が
ど
ん
な
思
い
出
に
な
る
の
か
は
分
か

ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
数
百
年
に
わ
た

っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
襷た

す
き

が
、
川
合
地
区
の

一
員
と
し
て
、
彼
ら
の
そ
の
小
さ
な
肩
に
掛
け

ら
れ
た
日
に
な
っ
た
と
信
じ
た
い
。

　

最
後
に
、
取
材
中
に
聞
い
た
川
合
地
区
の
集

会
所
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
数
年
前
に
立
て
替

え
た
際
、
舞
の
練
習
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
わ

ざ
わ
ざ
土
間
が
広
い
設
計
に
し
た
そ
う
だ
。
日

常
生
活
に
伝
統
文
化
が
根
付
い
て
い
る
こ
と
を

示
す
好
例
だ
。
何
事
も
一
つ
ひ
と
つ
に
意
味
が

あ
る
。
改
め
て
そ
う
感
じ
る
話
だ
っ
た
。

てんりゅう暮らしの見本帖「伝統の舞を受け継ぐ人たち」
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と
っ
て
お
き
の
場
所
「
空
き
家
」

　

人
口
が
減
少
す
る
中
「
空
き
家
」
の
問
題
は
、

日
本
全
体
が
抱
え
る
課
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
天
竜

区
に
お
い
て
も
ま
た
、
こ
の
問
題
は
例
外
で
は

な
い
。
住
み
手
を
失
っ
た
家
屋
の
処
分
や
活
用

に
、
住
民
た
ち
は
日
々
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
。

　

今
回
、
水
と
と
も
に
あ
る
天
竜
区
の
暮
ら
し

を
取
材
す
る
中
で
「
沢
の
近
く
の
空
き
家
で
涼

ん
で
い
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
る
か
ら
、
訪
ね

て
み
て
は
」
と
の
情
報
提
供
が
あ
っ
た
。「
沢
」

「
空
き
家
」「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」。
少
な
い
情
報

の
中
に
、
天
竜
区
な
ら
で
は
の
暮
ら
し
に
つ
な

が
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
並
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ

た
。
直
感
的
に
面
白
い
取
材
に
な
る
の
で
は
、

と
い
う
期
待
が
膨
ら
む
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど

ん
な
取
材
に
な
る
か
は
行
っ
て
み
て
か
ら
の
話

だ
。
８
月
下
旬
、
そ
ん
な
期
待
を
胸
に
、
龍
山

町
大お
お
み
ね嶺
の
と
あ
る
集
落
を
訪
ね
た
。

　　

お
盆
を
過
ぎ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
残
暑

が
厳
し
い
。
天
竜
区
の
夏
は
、
全
国
レ
ベ
ル
の

暑
さ
だ
。
空
き
家
で
涼
ん
で
い
る
と
い
う
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
２
人
と
待
ち
合
わ
せ
た
午
前
10
時
。

こ
の
日
も
朝
か
ら
30
度
を
超
え
て
、
セ
ミ
は
親

の
敵
の
よ
う
に
鳴
き
続
け
て
い
る
。

　
「
何
だ
か
知
ら
ん
が
、
私
ら
に
話
な
ん
か
聞

い
て
も
大
し
た
話
は
で
き
ん
よ
」
と
い
い
な
が

ら
笑
顔
で
迎
え
て
く
れ
た
の
は
、
力
子
さ
ん

（
90
歳
）と
ス
ズ
子
さ
ん（
83
歳
）。失
礼
な
が
ら
、

年
齢
を
聞
い
て
驚
い
た
。
ず
っ
と
若
々
し
く
て

可
愛
ら
し
い
２
人
だ
っ
た
。「
ど
う
ぞ
ど
う
ぞ
」

と
案
内
さ
れ
た
家
は
、
古
く
か
ら
酒
屋
を
営
ん

で
い
た
建
物
だ
と
い
う
。「
借
り
始
め
る
ま
で

は
、
中
が
カ
ビ
だ
ら
け
だ
っ
た
け
ど
ね
。
２
人

で
き
れ
い
に
掃
除
し
た
で
す
よ
」
と
ス
ズ
子
さ

ん
は
言
っ
た
。

　

空
き
家
と
聞
い
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
、

正
直
に
い
う
と
ボ
ロ
ボ
ロ
の
家
を
想
像
し
て
い

た
の
だ
が
、
家
の
中
に
入
っ
て
驚
い
た
。
長
い

年
月
を
経
て
い
る
が
、梁は
り

や
柱
は
風
格
が
あ
り
、

広
い
土
間
も
あ
る
。
も
と
も
と
商
売
を
し
て
い

た
と
い
う
名
残
り
も
あ
る
立
派
な
家
だ
っ
た
。

「
明
治
頃
の
建
物
じ
ゃ
な
い
か
な
、
１
０
０
年

は
ゆ
う
に
経
っ
て
る
ね
」
と
２
人
は
言
っ
た
。

「
材
料
が
い
い
ん
だ
ろ
う
ね
。
木
そ
の
も
の
が
」

と
力
子
さ
ん
。「
こ
こ
は
、
い
い
木
に
は
事
欠

か
な
い
と
こ
ろ
だ
で
」
と
説
明
し
て
く
れ
た
。

土
間
に
置
か
れ
た
ソ
フ
ァ
ー
に
２
人
が
仲
良
く

腰
を
下
ろ
す
。
い
つ
も
の
暮
ら
し
の
い
つ
も
の

光
景
な
の
だ
ろ
う
。

自
然
が
も
た
ら
す
涼

　

こ
の
家
の
裏
側
に
は
、
白
倉
川
が
流
れ
て
い

る
。
開
け
放
た
れ
た
戸
か
ら
は
、
涼
し
い
風
と

と
も
に
、
ザ
ー
ザ
ー
と
い
う
川
の
音
が
聞
こ
え

て
く
る
。「
こ
こ
の
集
落
は
川
が
隣
に
あ
る
か

ら
、
夜
も
寝
苦
し
い
ほ
ど
暑
く
な
い
。
窓
を
開

け
て
お
け
ば
沢
か
ら
涼
し
い
風
が
来
る
も
ん

で
、
水
の
上
に
寝
て
い
る
よ
う
な
も
ん
だ
わ
」

と
力
子
さ
ん
は
笑
っ
た
。
隣
で
ス
ズ
子
さ
ん
も

う
な
ず
く
。
何
と
も
エ
コ
な
暮
ら
し
ぶ
り
で
あ

る
。
し
ば
ら
く
し
て
、
ス
ズ
子
さ
ん
が
思
い
出

し
た
よ
う
に
立
ち
上
が
っ
て
、
天
井
に
下
が
っ

た
サ
ー
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
も
回
し
て
く
れ
た
。「
こ
れ

で
も
っ
と
涼
し
く
な
る
か
ね
」。
フ
ァ
ン
が
カ
タ
カ

タ
と
音
を
立
て
て
回
り
始
め
る
と
、
こ
の
空
間
に
レ

ト
ロ
な
雰
囲
気
が
さ
ら
に
漂
い
始
め
た
。

　

２
人
が
こ
の
空
き
家
を
借
り
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
５
年
ほ
ど
前
か
ら
。
川
に
近
い
こ
の
空
き
家
は
、

風
通
し
が
よ
く
て
涼
し
い
と
、
夏
場
だ
け
借
り
る
こ

と
に
し
た
。
２
人
は
毎
日
、
こ
の
ソ
フ
ァ
ー
に
座
っ

て
昔
話
に
花
を
咲
か
せ
た
り
、
編
み
物
を
し
た
り
し

て
過
ご
す
。「
私
ら
の
い
い
遊
び
場
だ
よ
」
と
力
子

さ
ん
。「
カ
ラ
オ
ケ
の
機
械
も
あ
る
し
、
冷
蔵
庫
に

は
冷
た
い
も
の
が
入
っ
て
る
」
と
２
人
の
隠
れ
家
の

魅
力
を
笑
顔
で
教
え
て
く
れ
た
。

い
つ
も
の
毎
日
、
い
つ
も
の
幸
せ

　

２
人
の
日
常
は
と
て
も
規
則
正
し
い
。
毎
日
の
ス

タ
ー
ト
は
、
朝
７
時
30
分
の
体
操
か
ら
。
近
所
の
人

５
、６
人
が
集
ま
っ
て
行
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。

「
毎
日
の
こ
と
だ
か
ら
、
誰
か
が
来
な
い
と
心
配
に

な
る
。
１
軒
の
家
み
た
い
な
も
ん
だ
か
ら
ね
」
と
ス

ズ
子
さ
ん
。
現
在
一
人
暮
ら
し
の
力
子
さ
ん
は
「
み

ん
な
で
食
べ
る
も
の
も
持
ち
寄
っ
た
り
ね
。
そ
の
お

か
げ
で
今
の
暮
ら
し
が
で
き
て
い
る
」
と
感
謝
の
気

持
ち
を
語
っ
て
く
れ
た
。

　

ラ
ジ
オ
体
操
が
終
わ
る
と
、
朝
の
連
続
ド
ラ
マ
を

見
て
、
８
時
30
分
か
ら
は
散
歩
。
家
に
帰
っ
て
、
家

事
や
昼
食
を
済
ま
せ
て
、
午
後
１
時
30
分
頃
に
空
き

家
に
向
か
う
。
こ
こ
に
い
る
の
は
、
３
時
30
分
ま
で

の
お
お
む
ね
２
時
間
。
一
日
で
一
番
暑
い
時
間
、
こ

の
場
所
で
涼
を
と
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

空
き
家
の
前
を
通
る
人
は
、
こ
こ
で
ひ
と
休
み
し

て
い
く
こ
と
も
多
い
。
時
に
は
野
菜
な
ど
を
置
い
て

沢から涼しい風が来るもんで、
水の上に寝ているようなもんだわ。

てんりゅう暮らしの見本帖
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い
っ
て
く
れ
る
人
も
。「
み
ん
な
、
こ
こ
は
涼

し
く
て
い
い
ね
っ
て
言
う
よ
」
と
２
人
。「
本

当
に
こ
ん
な
い
い
と
こ
ろ
、
な
か
な
か
な
い
だ

か
も
ね
」
と
顔
を
見
合
わ
せ
て
笑
っ
た
。

　

昭
和
30
年
代
、
龍
山
町
は
秋
葉
ダ
ム
建
設
に

よ
り
、
多
く
の
工
事
関
係
者
と
そ
の
家
族
た
ち

で
賑に
ぎ

わ
っ
て
い
た
。「
あ
の
頃
は
、
立
ち
飲
み

屋
が
あ
っ
て
、
そ
こ
ら
中
で
け
ん
か
が
絶
え

ず
、
夜
も
お
ち
お
ち
眠
れ
な
か
っ
た
」
と
当
時

を
懐
か
し
む
力
子
さ
ん
。「
今
じ
ゃ
あ
、
考
え

ら
れ
な
い
と
思
う
け
ど
、
私
は
そ
の
頃
、
映
画

館
を
や
っ
て
い
た
ん
だ
よ
」
と
続
け
た
。
か
つ

て
の
60
軒
ほ
ど
の
家
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
の
集

落
も
、
現
在
、
３
軒
を
残
す
の
み
。
必
然
的
に

空
き
家
が
多
く
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
ま
ち
の
活
気
こ
そ
陰
を
ひ
そ
め
た

現
在
だ
が
、
２
人
は
「
今
は
と
て
も
幸
せ
な
時

代
だ
」
と
い
う
。「
戦
争
も
な
い
し
、
食
べ
る

も
の
に
も
困
ら
な
い
。
一
人
で
寂
し
い
思
い
を

す
る
こ
と
も
な
い
し
、
こ
こ
に
く
れ
ば
仲
間
が

い
る
」。
力
子
さ
ん
と
ス
ズ
子
さ
ん
は
、
穏
や

か
な
表
情
で
そ
う
い
っ
た
。「
で
き
れ
ば
、
１

日
で
も
長
く
こ
こ
で
元
気
に
暮
ら
し
た
い
」。

そ
れ
が
今
の
２
人
の
共
通
の
願
い
だ
。

　
「
幸
せ
と
は
何
か
」
と
い
う
答
え
探
し
は
人

生
の
永
遠
の
テ
ー
マ
だ
。
２
人
の
笑
顔
に
そ
の

答
え
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
特
別
で

は
な
い
、
変
わ
ら
な
い
日
常
こ
そ
が
幸
せ
。
多

く
を
語
ら
ず
と
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
さ
せ

て
く
れ
る
魅
力
的
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
。
２

人
が
く
れ
た
笑
顔
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

てんりゅう暮らしの見本帖「川端の家で涼む人たち」
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この仕事は一人じゃできん。
てんりゅう暮らしの見本帖

「二人三脚でこんにゃく作りをする夫婦」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

夫婦二人三脚でこんにゃく作り

　水窪のこんにゃくは、こんにゃく芋の占める

割合が高く、色が濃い。「昔からのものが好ま

れるんだ」水をたくさん入れると味が薄くなっ

てしまうと教えてくれた米山さん。水窪の郷土

食、特産品でもあるが、ここの手作りこんにゃ

くは、歯ごたえや舌触りが市販のものとは一味

違う。主に町内へ卸しているが、地元の人は、

ここのしか知らないというほどだ。

　米山さんは 2 代目になり、店の創業は 40 年

ほどになる。奥さんと、今は二人でこんにゃく

を作っている。佐久間から嫁いできて 30 年以

上になるという奥さんは、子育てが終わってか

ら手伝いを始めたそうだ。「この仕事は一人じゃ

できん」そう話す米山さんの横で、奥さんは糸

こんにゃくをくるくると巻き取り始めた。だい

たい作業は午後から始めて夕方で終わらせる。

こんにゃく作り　今、昔

　10 月はこんにゃく芋の収穫時期だ。以前は、

倉庫いっぱいになるぐらい水窪産の芋が採れ、

それを使っていた。しかし、今では、大部分が、

群馬や栃木から仕入れた芋になってしまった。

水窪では、こんにゃく芋の生産者は減っていて、

地元の芋があまり使えないんだということを、

米山さんは残念そうに話した。

　こんにゃく作りには大量の水が必要だが、米

山さんのお宅では、地下 20 メートルほどから

湧き出る地下水を利用している。そこは昔から

変わっていないところ。芋を洗って、ゆでて、

つぶしてと、それ以降にも何段階もの工程を踏

んで、こんにゃくは出来上がる。また、この地

下水は調理するだけではなく、終わった後に、

こんにゃく芋の成分でぬるぬるになってしまっ

た床や機具類を洗い、清掃することにも使われ

ている。

ふるさとを思い出す味

　「涼しくなってくるとお客さんが増えるよ」

寒い季節といえば、おでんを思い浮かべるが、

やはり冬場が一番忙しいそうだ。板こんにゃく

は煮しめに、丸こんにゃくはちぎって辛めの味

付け、糸こんにゃくは鍋に。刺身こんにゃくは、

もちろん火を通さずそのまま、醤油などをつけ

て。さまざまに成形されるこんにゃくは、調理

方法も食感もバリエーションに富んでいる。幾

分太めの糸こんにゃくを使ったくるみ和えは、

水窪の冠婚葬祭に欠かせない料理だという。故

郷を離れた人にとっては、懐かしい味。帰省し

たら食べたくなるという人もいる。

　「立ち仕事はつらいけど・・・」と、手を動

かしながら奥さんは話すが、市内外の物産展に

出店するのは楽しいのよ、とはちきれんばかり

の笑顔。てきぱき動く姿と明るい話しぶりは、

とつとつと話す米山さんとは対照的なものだ

が、それが夫婦のほどよいバランスになってい

るのだろう。
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てんりゅう暮らしの見本帖「二人三脚でこんにゃく作りをする夫婦」
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標
高
４
５
０
メ
ー
ト
ル
の
凧
揚
げ

　

こ
の
集
落
の
凧
揚
げ
は
、
ひ
と
味
違
う
ら
し

い
。
何
が
違
う
か
を
確
か
め
た
け
れ
ば
、
そ
の

地
を
訪
れ
て
み
る
の
が
一
番
手
っ
取
り
早
い
。

百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
、
と
い
う
や
つ
だ
。
そ

ん
な
わ
け
で
「
ぶ
か
凧
」
と
呼
ば
れ
る
そ
の
凧

を
見
る
た
め
、
６
月
初
旬
、
天
竜
区
龍
山
町
瀬せ

尻じ
り

の
寺
尾
地
区
に
向
か
っ
た
。

　

国
道
１
５
２
号
沿
い
の
瀬
尻
の
通
り
を
抜
け

た
と
こ
ろ
で
左
折
し
、
急
峻
な
山
の
中
を
車
で

走
る
こ
と
し
ば
ら
く
。
一
気
に
視
界
が
開
け
た

場
所
に
差
し
か
か
る
。
そ
こ
に
は
凧
揚
げ
会
場

を
示
す
の
ぼ
り
旗
。
一
見
す
る
と
、
凧
揚
げ
に

向
い
た
場
所
の
よ
う
に
は
思
い
難
い
。
ま
し

て
、
寺
尾
は
標
高
４
５
０
ー
ト
ル
の
山
の
中
に

あ
る
。
凧
揚
げ
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
風

が
必
要
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
風
は
、
ど
こ
か

ら
や
っ
て
く
る
の
か
も
、
ど
ん
な
方
法
で
凧
を

揚
げ
る
の
か
も
想
像
が
つ
か
な
い
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
一
人
思
い
な
が
ら
、
せ
っ
せ

と
先
ほ
ど
か
ら
凧
を
組
み
立
て
て
い
る
男
性
に

ひ
と
ま
ず
声
を
か
け
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

風
を
読
む

　

男
性
は
宮
澤
さ
ん
と
い
っ
た
。
こ
の
行
事
を

主
催
す
る
保
存
会
の
代
表
だ
っ
た
。「
今
日
は

ど
う
だ
ろ
う
ね
、
雨
は
大
丈
夫
そ
う
か
な
」。

宮
澤
さ
ん
は
空
を
眺
め
な
が
ら
い
っ
た
。
先
日

の
天
気
予
報
は
、
こ
の
地
域
も
梅
雨
入
り
し
た

模
様
だ
と
伝
え
て
い
た
。

　
「
毎
年
６
月
第
１
日
曜
日
に
や
る
こ
と
に
し

て
い
る
ん
だ
け
ど
ね
。
今
年
は
鮎
の
解
禁
日
と

重
な
っ
た
か
ら
、２
週
目
に
し
て
や
っ
た
ん
だ
。

そ
う
し
た
ら
今
度
は
入
梅
。難
し
い
も
ん
だ
な
」

そ
う
言
っ
て
笑
っ
た
。瀬
尻
の
ぶ
か
凧
揚
げ
は
、

初
節
句
を
祝
う
伝
統
行
事
だ
。
５
月
の
節
句
と

い
う
の
は
よ
く
聞
く
が
６
月
と
い
う
の
は
珍
し

い
。
こ
れ
は
「
５
月
は
茶
摘
み
」
と
い
う
こ
の

地
域
の
事
情
が
あ
る
の
だ
そ
う
だ
。
こ
う
し
た

事
情
か
ら
、
年
に
よ
っ
て
は
雨
の
心
配
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
時
も
少
な
く
は
な
い
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
宮
澤
さ
ん
は
、
眼
下
の
天

竜
川
の
方
を
見
な
が
ら
「
そ
ろ
そ
ろ
い
い
風
が

吹
き
そ
う
だ
」
と
言
っ
た
。
確
か
に
、
先
ほ
ど

よ
り
も
道
沿
い
に
取
り
付
け
ら
れ
た
の
ぼ
り
旗

も
静
か
に
は
た
め
き
は
じ
め
て
い
る
。
周
囲
の

木
々
も
ワ
サ
ワ
サ
と
揺
れ
だ
し
た
。

　
「
こ
こ
は
、
南
北
に
流
れ
る
天
竜
川
が
ぶ
つ

か
っ
た
山
の
上
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
山
の
斜
面

を
吹
き
上
が
る
南
風
で
凧
を
揚
げ
る
ん
だ
。
川

が
だ
ん
だ
ん
水
面
が
白
く
波
立
っ
て
来
る
の
を

朝
か
ら
待
つ
。
川
が
鏡
の
よ
う
に
周
り
の
景
色

が
映
り
込
む
よ
う
じ
ゃ
、
大
凧
が
揚
が
る
よ
う

な
風
は
吹
か
な
い
」
と
宮
澤
さ
ん
は
教
え
て
く

れ
た
。
誰
が
始
め
に
言
い
出
し
た
こ
と
か
は
分

か
ら
な
い
が
、
昔
か
ら
凧
揚
げ
の
時
に
は
、
天

竜
川
の
変
化
で
風
の
動
き
を
読
む
の
だ
と
い
わ

れ
て
き
た
と
い
う
。
こ
れ
が
寺
尾
で
の
凧
揚
げ

の
常
識
だ
。

願
い
は
大
空
に
舞
う

　

年
配
の
人
に
聞
く
と
、
大
昔
は
家
々
で
凧
を

揚
げ
、
百
も
の
凧
が
大
空
を
埋
め
尽
く
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
そ
の
光
景
は
、
想
像
す
る
だ

け
で
も
心
が
躍
る
。
昭
和
30
年
代
に
一
度
途
絶
え
た

と
い
う
行
事
が
復
活
し
た
の
は
、
平
成
に
な
る
少
し

前
。
子
ど
も
の
頃
に
揚
げ
た
凧
を
も
う
一
度
見
た

い
、
と
い
う
思
い
を
人
々
は
持
ち
続
け
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
ま
た
、
瀬
尻
に
住
む
人
は
も
ち
ろ
ん
、
出
身

者
も
含
め
て
、
年
に
一
度
地
元
に
集
ま
る
機
会
に
し

た
い
と
い
う
思
い
も
、
ぶ
か
凧
復
活
の
大
き
な
理
由

と
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

そ
の
後
、
保
存
会
の
手
で
凧
は
毎
年
揚
げ
ら
れ
続

け
て
き
た
。
今
で
は
、
こ
こ
に
住
む
人
た
ち
こ
そ
少

な
く
な
っ
た
が
、
毎
年
こ
の
た
め
に
、
東
京
な
ど
か

ら
も
里
帰
り
す
る
若
い
家
族
も
多
い
。
そ
し
て
、
み

ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
凧
を
揚
げ
る
。今
年
も
ま
た
、

た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
次
々
に
凧
が
大

空
に
放
た
れ
た
。
人
々
の
願
い
は
一
つ
。
子
ど
も
た

ち
の
健
や
か
な
る
成
長
だ
。

　

瀬
尻
の
ぶ
か
凧
は
、
お
よ
そ
20
畳
と
も
い
わ
れ
る

大
き
さ
や
「
ブ
ー
ン
、
ブ
ー
ン
」
と
う
な
る
音
が
特

長
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
最
大
の
面

白
さ
は
、
凧
を
揚
げ
る
人
た
ち
と
眼
下
を
流
れ
る
天

竜
川
と
の
見
え
な
い
対
話
に
あ
る
。
そ
の
日
も
午
後

３
時
頃
に
な
る
と
、
川
は
穏
や
か
に
な
り
は
じ
め
、

川
面
に
青
々
と
し
た
龍
山
の
山
々
が
映
り
込
む
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。

　

宮
澤
さ
ん
は
「
今
日
は
、
も
う
風
は
吹
か
な
い
だ

ろ
う
な
。
そ
ろ
そ
ろ
こ
の
辺
で
終
わ
り
だ
」
と
言
っ

た
。そ
れ
は
、あ
た
か
も
天
竜
川
が
そ
う
い
う
ん
じ
ゃ

仕
方
が
な
い
と
い
う
顔
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
大
空
を

悠
然
と
泳
い
で
凧
は
、
ゆ
っ
く
り
と
糸
に
引
か
れ
、

人
々
の
手
に
戻
っ
て
い
っ
た
。

天竜川が鏡のようじゃ、
凧は揚がらない。

てんりゅう暮らしの見本帖

「山の上で大凧を揚げる人たち」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。
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てんりゅう暮らしの見本帖「山の上で大凧を揚げる人たち」
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少しは休めって言われてね。
でも、９０歳までは働きたいよ。

てんりゅう暮らしの見本帖

「鍛
か じ

冶屋を営む人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

まる 70 年

「今年、83 歳。14 歳から始めたから来年で、まる 70 年になるね」

そう笑顔でお話してくれたのは、

今では静岡県内では２か所のみという鍛
か じ

冶屋を営む、片桐さん。

「30 代で親父が倒れてね、そこからは一人で・・・二代目になるね」

懐かしそうに昔を思い出しながら、語ってくれました。

ここは静かな山あいの街並み、天竜川の中流に位置する佐久間町

西
に し ど

渡地区。

今日も〝カンチンコンチン〟と、

片桐さんの叩くハンマーの軽快なリズムが山々に響き渡ります。

真っ赤に焼けた鉄を水に浸けた片桐さん。

じゅわーという音とともに、白い湯気が上がりました。

全国から注目が

今では珍しい鍛冶屋さん。テレビ局などからの取材が絶えません。

使い慣れた道具が並ぶ作業場で工程を何日間かにわけ、包丁、鉈、

下刈り鎌などを作ります。

「１年間で、だいたい 1000 丁ぐらいになるのかな」

今まで、作り上げた品物は数えきれません。

「テレビを見たっていってね、電話をくれるだよ。今も忙しくて・・・」

そう語りながらも、何だかうれしそうです。

目標、まずは 90 歳まで現役

「今は、朝５時くらいに起きて、７時半くらいから夕方まで働くかな。

少しは休めって言われて日曜は休むようにしたよ」

まだまだ、現役です。

平成元年にイベントへの出展を勧められ、今ではご自分から出展の

申し込みするほどに。

秋のイベントシーズンは大忙しです。

お話を伺っている最中にもお客さんが。

「90 歳までは働きたいよ」

90 歳とは言わず、もっともっと続けてください。
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てんりゅう暮らしの見本帖「鍛冶屋を営む人」
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コミュニティを紡ぎ出す水

　７月初旬の日曜日、早朝から天竜区鹿
か じ ま

島にある八幡神社の境内

には、ブラシや竹ぼうきを片手に住民たちが集まり始めた。その

数およそ 20 人。今日は、月に１度の池の掃除の日だという。八

幡神社は、遠州鉄道西鹿島駅から北西におよそ 300 メートル、国

道 152 号沿いにある。

　社殿脇の大木のクスノキの根元から水が湧き出している八幡神

社の水。かの徳川家康公が、武田軍との戦いで浜松城へ落ち延び

る際に立ち寄り、手拭いにその水を浸し、汗ばんだ体を拭いて休

んだとも伝えられている。当時、この地は「涼
すずみ

の御所」といわれ、

今も地名としてその名を残すに至っている。

　作業をしている人たちに声をかけると「この湧き水のことなら、

長老に聞くといい」と青柳さんという男性を紹介された。神社の

目の前に住むという青柳さんは、現在 81 歳。この場所の湧き水

を生まれた頃から見続けてきたという生き字引だ。

　「昭和 30 年頃まではね、生活水としてみんなが使用していたん

だよ」と青柳さんは、持っていたほうきの手を休めて教えてくれた。

どこの家でも水道が引かれるようになった今でこそ、生活のため

に使われることは、ほぼなくなったというが、それまでは 20 軒

ほどの家庭の生活用水だった。「その頃の名残で、有志が当番で掃

除をしているんだよ。大きな掃除が月に１回。簡単な掃除は、女

の人たちが３日に１回くらいでやっていてね」

　この話からも、この水が地元の人たちに必要不可欠な水源とし

て、昔から大切にされてきたことが伝わってくる。「今じゃ、近所

の人たちと顔を合わせる機会も減ったでしょう。ここの人たちは、

この掃除があるからね。こうして定期的に寄り合ういいきっかけ

になっているんだよ」と青柳さんは笑顔で言った。

　昔の名残を感じさせるものといえば、湧き水が升目状に区切ら

れている点も面白い。水源に近い方から「飲み水」→「米洗い」

→「洗濯場」→「野菜洗い」の順に使うことが決まりになってい

たのだとか。「子どもの頃は、大事な飲み水だったから、やたらに

この辺で遊ぶと怒られたもんだよ」と青柳さんは懐かしそうに笑

った。「夏には、どこかの家のスイカが冷やしてあった。でも、誰

かが盗んでいくようなこともない。いい時代だったね」。

　近くで作業していた別の人に話しを聞くと「まだまだ、今でも

使えると思うよ。災害でもあれば役に立つ時があるかもしれない

ね」と答えが返ってきた。これだけ念入りに手入れしているのだ

から、その言葉もうなずける。この地区の家々には、だいたい掃

除用のデッキブラシか、ほうきがあるというのも面白い。

　黙々と作業を続ける大人たちの脇では、４～５人で遊ぶ小学生

たち。池の側には、子どもが遊ぶのに丁度いい湿地がある。しば

らくすると「沢ガニがいた！」と弾んだ声も聞こえてきた。住民

それぞれの時代の思い出とともに、八幡神社の湧き水はあるのだ。

　

鹿
島
八
幡
神
社
の
湧
き
水

天
竜
区
の
水
（
天
竜
）

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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不思議ないわれのある水

　天竜区西
にしふじだいら

藤平にある西
せいらいいん

来院。本堂の向かって左側の石段を下っ

ていったところに小さく構えられた社がある。その横の岩から水

が湧き出しおり、くぼみには水が溜
た

められていた。この水は「疣
いぼ

につけると、その疣がたちまち消えてなくなってしまう」といわ

れている「いぼ観音の水」なのである。

　

　その由来としてこんな話が伝わっている。

　昔々、阿多古の里“くら沢”のほとりに木こりの夫婦が住んで

いた。二人には三代という美しい娘があった。三代はよく働き、

貧しい暮らしにも、何一つ文句を言うことはなかった。しかし、

三代には、一つだけ悩みがあった。その美しい顔形には不釣り合

いな見苦しい疣が、手といわず足といわずできていたからである。

　ある夏の日のこと、三代が留守番をしていると誰やら家を訪ね

てきた。「ごめんくだされ。のどが渇いてとんと困り入った。水を

一杯くださらぬか」見れば身なりはみすぼらしいが品のいい旅の

坊さんであった。三代が裏の沢から冷たい水を汲
く

み、差し出すと

坊さんはたいそうな喜びようであった。そして坊さんは「ところ

でお娘ご、疣でお困りのようだな」と言い、三代の顔をじっと見

つめた。「わしがいい薬を教えて進ぜよう。この裏山の岩場にある

西
来
院

い
ぼ
観
音
の
水

天
竜
区
の
水
（
天
竜
）

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

小さな観音堂をご存じかな。その岩場に建つ観音堂のすぐそばに

清水の湧き出ている岩穴がある。その水を疣につけなされ。疣は

きっと取れますぞ」坊さんはそう言って立ち去って行った。

　次の日、三代は、両親と一緒に裏山へ登り、疣取りの水を見つ

けた。三代は喜び、その水を持ち帰って神棚にそなえ、毎日疣に

つけた。すると不思議なことにひどかった疣が跡形もなく消えて

いったのである。「いぼ観音様、ありがとうございました。このご

恩は一生忘れません」三代は手を合わせて心よりお祈りした。

　――これが、この水がいぼとり観音の水と呼ばれる所
ゆ え ん

以である。

この水の力にあやかろうと県外からも水をいただく人が絶えない

そうだ。また、例年２月 11 日に大祭が行われ大勢の参拝者でに

ぎわう。

【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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こんこんと湧き出る井戸水が生活を支える

　井戸は、夕暮れの黄金色の光を反射させながら３段の柵を乗り

越えて流れていた。洗い場には、長年使いこまれたと思われる洗

濯板と掃除道具が置かれていた。

　この天
てんぱく

白井戸を説明してくれたのは、近所に住む内山さん。白

髪の後ろ髪をちょいとまとめた、おしゃれなおじいちゃんである。

以前は、電気工として働き、今でも自分の仕事が、発電所関係で

残っていると話してくれた。この井戸の名前の由来を聞くと「す

ぐそこに天白神社があったからみんなそう呼んだんだ。名前なん

てそんなもんだ」と軽やかに話した。

　とてもきれいに整備されたこの井戸は、電源関係の宿舎が近く

にあったことから、昭和 30 年頃に、そこの社員が作ってくれた

もの。今は使われていないが、以前は井戸の水をポンプで汲
く

み上

げ近所のみんなで使っていたという。

　「今でも、祭りの時は、この井戸に飲み物やスイカを冷やしてみ

んなに振る舞うんだ」と、にこやかに話してくれた。手を入れて

みると確かに冷たいが驚くほどではない。どちらかというと心地

よいさわやかさのある温度であった。

　この井戸は、３段の水を溜
た

める構造になっていて、一番上は食

べ物を洗い、２段目が食器の洗い上げ、３段目は土のついた野菜

を洗ったり、洗濯したりするのに使っていたという。それぞれの
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境に木板を入れるための溝が作られている。「汚くなると木板を外

せば勝手にきれいになる。水量があるからすぐに溜
た

まるよ。でも、

使うのは女衆で俺は詳しい時間は分からんが」と話してくれた。

　３段目の境に他とは明らかに違う突起が付けられている。「これ

に洗濯板をひっかけて洗濯をしてたんだ」と教えてくれた。きっ

と昔は近所の女性が集まって、文字通り「井戸端会議」をしてい

たのではなかろうか。当時のにぎやかな様子が目に浮かぶ。

　夜使う人のためにつけていた電灯の電気も今は止めてしまった

という。掃除の当番制も今はない。しかし、水自体はまだまだ現

役の湧き水であるという。断水した時には、この水を沸かして飲

んだこともあるそうだ。水は地下深くから湧き出ているから、大

雨などで濁るということもない。また、夏に枯れるということも

ない。「水が出なくなったらしょうがないが、出続けているから使

うし、出続けている限りは世話しにゃならん」と内山さん。今で

はほとんど使う人はいないという天白井戸だが、ほうきやちり取

りが置かれ気が付いた人が掃除をするそうである。水を大切に思

う気持ちからか、湧き出る水の近くに小さな社がまつられ、近所

の人から大切にされていることを感じさせた。

　人々の生活を支えてきた天白井戸。時代の移り変わりとともに、

この井戸を取り巻く環境も変わってきたことだろう。しかし、ひ

っそりとした佇まいのこの井戸の水は、時代の流れなど我関せず

といった様子で流れ続けている。

【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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一年中枯れることのない水

　天竜区の紅葉の名所として知られる白倉峡を過ぎた場所にある

「長寿の水」。昔から地元の人たちが大切に守り続けてきた水は、

その名のとおり「長寿」にご利
り や く

益があるとされてきたものだ。そ

の真偽のほどはさておき、その名前には、誰しも興味を引かれる

のではないだろうか。

　湧き水は、標高 1,027 メートル、山頂には一等三角点がある白

倉山の麓、清流白倉川の源流部から湧き出ている。湧き水の脇には、

石碑が建てられ「飲んでください長寿の水、飲めば心に花が咲く」

との文字。こんこんと湧き出る水は冷たく、年中枯れることがな

いという。休日には、水くみのために立ち寄る人の姿を見ること

もある。

　この地を訪れた11月中旬は、白倉峡の紅葉がまさに見頃の時期。

その道中では、紅や黄色に色づいた紅葉や楓を見ることができた。

毎年、白倉地区では住民の皆さんによる「白倉峡もみじ祭り」が

開催され、多くの人でにぎわう。白倉峡の魅力は、大小様々な滝

と合わせて、紅葉狩りを楽しむことができること。整備された遊

歩道を歩きながら、気に入ったロケーションをバックに記念撮影

をしている人たちも多い。中でも、二段構えに滝が流れる金
かなやま

山の

滝は、白倉峡の人気のスポットだ。

　また、白倉峡もみじ祭りでは、特製の五平餅や里芋の串焼きなど、
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この地ならでは秋の味覚も楽しむことができる。長寿の水を訪ね

るならば、ぜひ、このもみじ祭りの期間に合わせて行くことをお

すすめしたい。

【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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天竜区を代表する名
めいばく

瀑

　龍山町瀬
せ じ り

尻の段々茶園の上部に位置する「瀬尻不動の滝」は、

急峻な山あいの中を伝う不動沢の途中にある。不動沢は、かなり

の急斜面を流れているため、沢全体が一つの巨大な滝ともいえる

ような景観を生み出している。

　不動沢に架かる不動橋横から不動の滝沿いには、滝壺までおよ

そ 100 メートルの遊歩道が整備されている。新緑や紅葉など、季

節ごとに移り変わる風景が魅力の遊歩道。下り終えると終点には

四
あずまや

阿があり、ここから落差32メートルの瀑
ば く ふ

布を見ることができる。

また、不動橋付近は、天竜川や天竜美林を一望できるビュースポ

ットとしても知られている。

　不動の滝に向かう際、幾度も目にする「瀬尻ぶか凧揚げ」の看板。

標高 450 メートルに位置する瀬尻寺尾地区では、毎年６月初旬に

初子を祝う「ぶか凧揚げ」が行われる。天竜川から吹き上がる風

を利用して揚げられる凧は、大きいもので 10 帖ほど。また、こ

の地区から下りた国道 152 号沿いには、地域のお母さんたちが運

営する地場産品の加工場兼販売所があり、人気を集めている。瀬

尻を訪れた際にはぜひこちらにもお立ち寄りいただきたい。
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暮らしが見える。感じる体温。

【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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四季の風景を楽しみながら

　「気持ちいいんだよね。この湧き水にはいつも世話になってるよ」

声を掛けると、ランニングの途中だそうだ。たしかに、気持ちよ

さそうである。

　国道 473 号に沿って、佐久間協働センターから浦川方面に車で

およそ 3 分。水車の模型が目印となる歩
ほ き

危の湧き水。ここは佐久

間ダムに向かう交差点に位置し、近くには、天竜消防署佐久間出

張所や中
な か べ

部大橋（通称；Ｂ型鉄橋）がある。

　「歩危」とは、その字が示す通り、歩くと危険との意味があり、

その昔、絶壁の山からの落石が危険であることからこう呼んだと

いわれている。しかし、現在は、落石防止柵も設置されており、

安心して通行できるのでご安心を。

　ここは、地元のお母さんたちが、いつも季節の花を植栽して私

たちを迎えてくれる。春は桜とチューリップの共演、夏から秋に

かけてはサルビアの大行列、冬には葉ボタンやパンジーの行進と、

四季を問わず道行く人たちの目を楽しませる。水車と花、鉄橋、

そして湧き水…このコラボレーションには、カメラなしではいら

れない。
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【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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その名のとおり冷たく光る

　地元の人に聞いても「特にいわれは聞かないね」と返ってくる

銀
ぎんれいすい

冷水。誰が名付けたかも分からないこの銀冷水は、その名のご

とく、銀色に輝き、そして冷たい。

　ここはＪＲ飯田線出馬駅から、愛知県方面へ車でおよそ 10 分。

県道沿いにあり、駐車スペースもあることから、ドライブの休憩

場所として利用されている。

　周囲の杉木立の景観と、相川の清流、そして銀冷水。ドライバ

ーの疲れも癒されること間違いない。

　気分よく運転していると、思わず通り過ぎてしまいそうな銀冷

水。ぜひ、立ち寄って癒されていただきたい。なお、現地までの

行程はカーブも多く、トラックも多いので運転には注意が必要。

　ところで、前出のＪＲ飯田線「出馬」駅。何と読むのだろう

か。正解は〝いずんま〟駅。ホームへ降り立つと、小鳥のさえず

りをＢＧＭにのどかな山村の風景が広がる。足を延ばすと名水

「大
おおしたたき

下滝」にもたどり着くことができる。
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【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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龍
りゅうとうざん

頭山から湧き出す水

　国道 152 号、佐久間町の大井橋交差点から大井トンネルをくぐ

って、車で北へ向かうことおよそ 5 分。右側の大きな看板は、ド

ライバーの目を引き留める。

　

　ここ、龍頭の湧き水は、文字通り、南アルプス最南端に位置す

る標高 1,352 メートルの龍頭山が水源となっている。森林に囲ま

れてこんこんと湧き出したこの水の発見は、奈良時代にまでさか

のぼるといわれている。

　そういえば、ここにたどり着く途中、大井トンネル北側にたく

さんの車が駐車してあったことを思い出した。そこは龍頭山への

登山道入り口。週末は多くの登山客でにぎわっている。登山客の

一人に聞くと、「健康づくりにはちょうどいい山なんだよね、高さ

も勾配も。頂上からの眺めは最高だし、それから四季の移り変わ

りも楽しいしね」と返ってきた。

　浜松市内外を問わず、多くの人たちに愛される龍頭山。これま

で枯れることなく湧き出し流れるこの水は、登山客の足取り、息

遣いを、昨日も今日も、そしてこれからも聞いていくことだろう。
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【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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「命の水」だって言ってくれる人もいる

　浜松市中心部から車を走らせ、2 時間と少し。水窪地域でも

長野県境に程近いところに足神神社はある。「青
あおくずれ

崩峠を越え、

この道（秋葉街道）を武田軍が通っていったんです」と、神主

の守屋さん。神社の目の前は、古くから遠州と信州をつなぎ、

多くの旅人が往来した秋葉街道だ。崖沿いで道幅も狭くて、こ

んなところ、馬や兵隊が通れるとは思ってなかった、と守屋さ

んは小学生のころ親に連れられて青崩峠を〝べそ〟をかきなが

ら歩いた体験談を語りはじめた。

　280 年前の遠州大地震で、この辺りの地形が変わったという

ことを、地質学者の先生から聞いたそうだ。それ以前の時代に、

武田信玄が徳川家康と戦うために青崩峠を越えたときは、もっ

となだらかだったらしい。そのことを知り、武田方の進軍をや

っと納得できたんだ、と守屋さん。向こう側の峠は軍の兵糧を

運んだから『兵
ひょうごし

越峠』だということも、教えてくれた。

　余談はこれくらいにして、足神様の御神水のことを聞きたい

と思っていたところ、「湧き水の前のあの石」と、次の話題へ。

「牡蠣の化石なんだ。ここも今じゃあ、標高 850 メートルの場

所だけど、2000 万～ 3000 万年前は海の中だったんだって」

　地質学の奥深さを感じさせた。

　足神様の御神水と呼ばれる湧き水。県外からも、年間 1 万人

以上もの人がこの水を目当てに訪れる。定期的に水を汲
く

みにく

る人もいる。「１ヶ月ぐらい外洋に出る漁師さんは、船上での

飲料用に大きなポリタンクで持っていく。まさに『命の水』だ

って言ってくれるよ」大量に汲んでいく人は他の人に迷惑にな

らないように、早朝に来たり、平日に来たり配慮してくれてい

るようだ。

　水脈等の調査をしてもらったことがあると、その結果を面白

げに話してくれた。神社周辺の地下が大きなお椀型の岩盤でで

きていて、熊
くまぶしだけ

伏岳などから流れ込む水を溜
た

め込んでいるそうだ。

近くを流れる川の水脈ではないのは不思議だねえ、と。

　この周辺も三遠南信道の開通を目指し、環境も刻々と変わっ

ている。「私はこの神社の 41 代目。先祖から受け継いできたこ

の地の環境保全や文化の継承もしていきたい。もちろん、足神

様の御神水も見守っていきますよ」力強く、確かなものを感じ

させる言葉だった。
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【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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うまいと言われて、うれしかったやぁ

　二つの写真が並べられた。「水窪中心街の昔の写真があった

から、比べられるように今の写真も撮ってもらったんだ」これ

をお客さんに見せたいんだと、杉山さんは納品されたばかりの

写真の額縁を持った。水窪に来て 40 年以上経つという。それ

でも、まだ、よそ者だよと笑っていた。

　以前、ペンションを経営していたことなどもあり、杉山さん

のお宅には顔なじみの人たちが、“ついで”に寄っていくこと

が多いという。

　ここ山住は、紅葉の名所である。10 月半ば頃から、下見を

するために訪れる人たちが徐々に増えてくるという。「ここの

紅葉は、朝早い方がきれいなんだよ」山
やまずみ

住の紅葉は、赤だけで

なく緑や黄色、さまざまな色が入り、カメラマンにとっては絶

好の被写体となる。「ゆっくり見たいんなら、1 時間以上は早め

に来たほうがいい」とアドバイスをくれた。

　1 年を通して顔を出してくれる人もいる。山住神社の手前、

標高 1,000 メートル以上のところにある「山住の水」が目的だ。

岩場から出ているこの水は、道路が整備されていない頃でも、

信仰のある人は危険を顧みず、汲
く

みに行っていたそうだ。

　水を汲みにくる常連さんは、市内だけでなく御前崎周辺の沿

岸部や長野、岐阜など他県の人もいる。「お客さんと話すこと

が私の仕事。口コミで、また別の人が来てくれる。この水を通

して、もっと水窪のことを知ってもらいたいね」煮干しやカツ

オなど手土産を持ってきてくれるんだと話してくれたが、それ

以上に水で縁がつながっていくことに喜びを感じているよう

だ。

　こんなこともあった。ここの水で淹
い

れれば、どんな安いお茶

でもおいしいんだと話した相手がお茶屋さんだったという。飲

んでもらったら「なるほど、うまい」とびっくり。その言葉が

うれしかったやぁ、と頬を緩める杉山さん。お茶のおいしさは

水で決まるということが伝わった。

　岩から流れ出る水は、1 年中、ほとんど水温は変わらない。

少し古びていた看板も新しく付け替えたし、と杉山さんは環境

にも気を配る。周辺にごみが捨てられないよう、掃除など水源

の見回りもしている。取水口も昔は 1 口しかなかったから、け

んかになるので口数を増やしてもらったという。「自然の力を

大切にしなければ。これから先、生活していく上で一番大事な

ものは水だよ」と力説した。

山
住
の
湧
き
水

天
竜
区
の
水
（
水
窪
）

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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家康も飲んだとされる由緒ある水

　天竜区春野町勝
かっさか

坂地区。清流気
け た

田川の上流に位置し、紅葉の名

所である明
みょうじん

神峡の起点付近にあたる。切り立った山々と、長年の

流水により荒々しく削られた渓谷は、見事な景観を作り出してお

り年間を通じてドライブなどで訪れる人が多い。

　紅葉シーズンになると明神峡では木々が色づき、渓谷をよりい

っそう引き立てる。それを目当てに紅葉狩りに訪れる観光客は多

い。また、勝坂集落は 400 年以上伝承する神楽などがある由緒あ

る集落で、神楽が奉納される秋祭りには大勢の見物客や地元の人

でにぎわう。

　「神の水」は集落のほぼ中心にあって年間を通じて枯れることな

く湧き出しており、その色は透き通ってとても美しい。触ればと

ても冷たい。また、その名は、その昔、この土地の地頭であった

天野氏を討伐するために、この地を訪れた徳川家康が喉の渇きを

潤し、その水にたいそう喜んで次の句を詠んだことに由来する。

「よろこびし よもやつきなん清水の 神のちかいに 七
し め な わ

五三縄の内」

　

　以来、村人たちはこの湧水を「神の水」と称して大切に利用し

てきたという。神楽舞の奉納される清水神社の脇に湧き出す「神

の水」。ぜひ、一度訪れてほしい場所の一つである。

　
神
の
水

天
竜
区
の
水
（
春
野
）

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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山頂に湧く神秘の池

　天竜区春野町和
いずみだいら

泉平地区。比較的平坦な場所が多く、日当たり

が良い。家の周りには家庭菜園、縁側でひと休み。ゆったりとし

た時間が流れるのどかな集落だ。

　そんな和泉平地区の山頂付近、標高およそ 500 メートルの場所

に満々と水をたたえる新
しんぐういけ

宮池がある。

　１周およそ 500 メートル。この池は和泉平地区の人々にとって

大切な水源地である。人々と密接に関わってきたこの池は、古く

から竜や大蛇の伝説や諏訪湖とつながっているなどの伝説が残さ

れている。春には新緑と桜のコントラストが美しく、夏には生き

物たちが生き生きと飛び交う。秋には紅葉と共にトンボなどが水

面を彩り、冬には雪化粧。水面は半分ほど凍り自然の厳しさを伝

えるが、その分美しさは際立つ。四季折々まったく違う姿を見せ

るこの池は、年間を通じて来訪者が多い。

　周辺は東海自然歩道として整備され、トイレやベンチ案内板な

どがあり、週末になると家族連れなどがウオーキングや散策など

をする姿が見られる。

　毎年７月下旬には、祭典が盛大に行われる。池には舟屋台が浮

かべられ水面を練り渡る。夜になると打ち上げ花火や水上花火が

行われ水面を彩る。山間地の、しかも山頂に位置する場所で舟屋

　
新
宮
池

天
竜
区
の
水
（
春
野
）

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

台を浮かべ行われる祭典の珍しさに、地元以外からも多くの観光

客が訪れる。

【注意】「天竜区の水」は、滝や池なども含めた天竜区のさまざまな水資源を紹介するものであり、「飲み水」として紹介するものではありません。
　　　飲用として保障するものではありませんので、ご自身の責任と判断において親しまれるようお願いいたします。
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すてきな暮らし、

みーつけた。

いっぱい、いっぱい、

みーつけた。

私たちのまちの誇りは、豊かな自然です。

でもね、今日、みんなに本当に伝えたいことは、

この大自然の中に溶け込んだ

〝いつもの暮らし〟の面白さ。

例えば、水とともにある暮らし。

水に恵まれたこのまちの毎日は、

ちょっぴりクールで、かっこいい。

ほっこり、なんだかなつかしい。

「てんりゅう暮らしの見本帖」

私たちのこと、知ってほしくてつくりました。

自分たちのまちの暮らしを自慢できるって、

ちょっと素敵でしょ。


