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劇
作
家
／
演
出
家
／
エッ
セ
イ
ス
ト 

わ
か
ぎ
ゑ
ふ

　

四
万
十
川
に
行
き
ま
せ
ん
か
？ 

と
い
う
一
本
の
メ
ー
ル
を
貰

っ
た
の
は
三
月
の
最
後
だ
っ
た
。

　

私
は
少
し
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
や
四
万
十
川
に
お
住
ま
い
の

皆
さ
ん
に
は
何
も
関
係
は
な
い
。
昔
、
う
ち
の
劇
団
員
の
Ｎ
君
が

稽
古
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
彼
女
と
四
万
十
川
に
行
く
の
で
、
休

ま
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
放
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
劇
団
中
が
騒

然
と
な
っ
た
事
件
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
時
に
私
は
初
め
て
「
四
万
十
川
」
と
い
う
言
葉
を
認
識
し

た
。
Ｎ
君
は
今
で
は
う
ち
の
看
板
俳
優
だ
。
若
手
が
稽
古
を
休
む

と
言
い
出
し
た
ら
、
火
が
つ
い
た
よ
う
に
怒
る
先
輩
の
ひ
と
り
で

も
あ
る
。
人
間
は
成
長
す
る
ら
し
い
。（
笑
）

　

そ
ん
な
出
会
い
だ
っ
た
が
、
実
際
に
四
万
十
川
に
行
く
機
会
も

な
く
十
数
年
が
過
ぎ
て
い
た
。
し
か
し
、
夏
は
海
よ
り
山
主
義
の

私
に
と
っ
て
は
と
て
も
気
に
な
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。

エコル
ー
ツ
紀
行

「
清
流
の
人
々
よ
！
」

︱
︱
四
万
十
川
流
域
を
訪
ね
て
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本
当
に
生
活
の
小
さ
な
こ
と
か
ら
だ
。
粉
石
け
ん
を
配
る
と
か
、

三
角
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
す
る
と
か
、
日
々
の
生
活
の
中
か
ら
清
流

を
守
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
だ
な
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

保
全
と
振
興
と

　

そ
の
説
明
の
最
初
に
、
東
谷
さ
ん
が
「
四
万
十
川
は
『
最
後
の

清
流
』
っ
て
言
わ
れ
て
ま
す
。
ま
、
自
ら
言
っ
て
る
の
か
、
言
わ

れ
て
る
の
か
知
り
ま
せ
ん
け
ど
」
と
く
っ
た
く
な
く
笑
っ
た
。

　

四
万
十
川
を
代
表
す
る
景
観
の
背
後
林
を
他
県
の
業
者
が
買
い

取
り
、
伐
採
す
る
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
の
で
、
財
団
が
管
理
運

用
し
て
い
る
四
万
十
川
基
金
の
一
部
で
そ
の
山
を
保
全
す
る
こ
と

に
し
た
ら
し
い
の
だ
が
、「
そ
ん
な
ん
、
文
化
的
景
観
や
ね
ん
か

ら
モ
ラ
ル
の
問
題
で
す
よ
ね
？
」
と
私
が
言
う
と
「
そ
れ
が
な
か

な
か
ね
ぇ
。
向
こ
う
は
四
万
十
川
で
食
っ
て
る
わ
け
や
な
い
で
す

し
」
と
、
そ
の
場
に
居
た
人
た
ち
が
苦
笑
い
を
し
た
。

　

普
通
は
「
我
が
県
は
…
」
な
ど
と
高
飛
車
に
説
明
が
始
ま
り
、

他
県
に
対
す
る
ク
レ
ー
ム
な
ど
も
自
分
た
ち
の
正
当
化
だ
け
に
な

る
も
の
だ
が
、
土
佐
の
人
は
陽
気
で
正
直
だ
っ
た
。
私
は
そ
の
雰

囲
気
で
す
っ
か
り
取
材
の
硬
さ
が
取
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

そ
の
後
、
四
万
十
市
地
球
環
境
課
に
も
お
邪
魔
す
る
。
そ
こ
で

芝
正
司
さ
ん
と
長
岡
崇
文
さ
ん
か
ら
「
四
万
十
市
は
保
全
と
振
興

と
い
う
矛
盾
し
た
も
の
の
間
に
立
っ
て
、
取
り
組
み
を
し
な
い
と

い
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
か
さ
れ
、
ド
キ
リ
と
し
た
。
確
か

に
四
万
十
川
を
守
る
だ
け
な
ら
ま
だ
い
い
が
、
そ
れ
を
世
間
の
人

に
知
っ
て
も
ら
い
、
商
売
に
も
つ
な
ぐ
こ
と
は
逆
に
自
然
を
壊
す

▼潮風が心地よい黒潮町の砂浜。
5月上旬には「砂浜美術館」としてＴ
シャツアート展が開かれる

高知県西部を蛇行しながら太平洋に注ぐ、日本最後の清流・四万十川。全長
196kmの流域に約8万人が暮らす。2001年高知県は、流域5市町（津野
町・梼原町・中土佐町・四万十町・四万十市）を対象に、四万十川流域の自然
環境や風景、生活文化を保全することで地域振興を図ろうと、「四万十川条
例」を制定。「保全と振興」に努めている。

空
気
の
匂
い
が
違
う

　

さ
て
、
一
本
の
メ
ー
ル
に
即
返
信
し
、
私
は
や
っ
と
四
万
十
川

に
辿
り
着
い
た
。
ま
ず
高
知
龍
馬
空
港
に
着
い
た
瞬
間
か
ら
「
お

お
、
な
ん
と
い
う
い
い
匂
い
！
」
と
空
気
の
美
味
し
さ
に
感
動
し

た
。
高
知
の
人
が
「
こ
の
へ
ん
が
で
す
か
？ 

へ
ぇ
」
と
言
っ
た
が
、

大
阪
か
ら
行
っ
た
者
に
は
す
で
に
異
次
元
の
薫
り
だ
っ
た
。

　

空
港
か
ら
四
万
十
町
へ
移
動
し
、
四
万
十
川
財
団
に
伺
う
。
こ

の
財
団
は
、
高
知
県
と
流
域
五
市
町
（
津
野
町
・
梼ゆ
す
は
ら原
町
・
中
土

佐
町
・
四
万
十
町
・
四
万
十
市
）
が
共
同
で
設
立
し
た
も
の
だ
と

か
。
財
団
の
一
室
で
、
高
知
県
環
境
共
生
課
の
東
谷
興
正
さ
ん
と

西
村
哲
也
さ
ん
、
財
団
の
筒
井
幹
人
さ
ん
と
矢
野
由
美
子
さ
ん
に

四
万
十
川
周
辺
の
歴
史
や
、
取
り
組
み
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
。

　

も
と
も
と
は
一
九
八
三
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
さ
れ
た
特
集
「
土

佐
・
四
万
十
川　

清
流
と
魚
と
人
と
」
と
い
う
番
組
が
火
付
け
役

で
全
国
に
名
前
が
知
れ
た
こ
と
。
そ
れ
が
ブ
ー
ム
に
な
り
、
観
光

客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
川
の
周
辺

が
た
い
へ
ん
貴
重
な
自
然
環
境
で
あ
り
文
化
的
景
観
で
あ
る
と
知

り
、
生
態
系
と
景
観
の
保
全
に
取
り
組
み
出
し
た
こ
と
。

　

行
政
だ
け
で
は
で
き
な
い
こ
と
を
川
の
周
辺
に
住
む
住
民
た
ち

と
協
力
し
て
や
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
説
明
を
受
け
た
。
そ
れ
も

▲四万十川財団の筒井幹人さん

◀▲高知県環境共生
課の東谷興正さん（写真
上）、西村哲也さん（左）に
話を聞く

▲四万十市地球環境課の芝正司さん（写真中）と長岡崇文さん（左）

▼太平洋に面した黒潮町は古くから
カツオの一本釣りが盛ん。黒潮一番
館では修学旅行生たちがカツオのタ
タキづくりに挑戦中

▶四万十川財団の
矢野由美子さん



43季刊［やく］2010 Summer44 季刊［やく］2010 Summer

と
い
う
矛
盾
に
も
つ
な
が
る
。
世
界
中
の
観
光
地
で
同
じ
問
題
が

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
改
め
て
思
う
。

　

地
元
の
人
た
ち
は
川
と
共
に
生
き
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
「
点
」
で
し
か
関
わ
ら
な
い
我
々
は
単
に
知
り
た
い
と
い

う
欲
望
で
関
わ
る
だ
け
だ
。
そ
の
間
の
溝
は
何
で
埋
ま
る
の
か
？

　

旅
好
き
の
私
に
は
胸
の
痛
い
一
言
だ
っ
た
。

川
漁
師
が
働
く
川

　

ア
ユ
、
ウ
ナ
ギ
、
テ
ナ
ガ
エ
ビ
、
ツ
ガ
ニ
…
…
四
万
十
川
に
は

二
百
種
類
も
の
魚
類
や
水
生
生
物
が
生
息
し
て
い
て
、
今
や
日
本

で
珍
し
い
川
漁
師
さ
ん
た
ち
が
活
躍
し
て
い
る
。

　

午
後
か
ら
は
体
験
漁
業
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
ま
さ
し
く
生
ま

れ
て
初
め
て
の
体
験
。
私
は
こ
の
歳
に
な
る
ま
で
釣
り
を
し
た
こ

と
は
な
い
。
ま
し
て
小
船
の
櫓
を
こ
い
だ
り
、
伝
統
漁
法
で
あ
る

柴
漬
け
漁
の
お
手
伝
い
な
ん
て
ま
っ
た
く
の
素
人
だ
。

　

し
か
し
、
船
の
上
で
大
き
な
網
を
持
っ
て
「
今
、
す
く
っ
て
！ 

引
き
上
げ
て
！
」
と
言
わ
れ
て
「
は
い
！
」
な
ど
と
動
き
回
っ
て

い
る
う
ち
に
ハ
ッ
と
気
が
つ
い
た
。
こ
の
取
材
の
前
回
ま
で
の
掲

載
誌
を
参
考
に
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
み
ん
な
素
敵
な
景
観

を
バ
ッ
ク
に
写
真
を
撮
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

後
で
担
当
の
編
集
者
に
「
こ
の
取
材
っ
て
、
こ
う
い
う
フ
ィ
ジ
カ

ル
な
こ
と
い
つ
も
す
る
ん
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
「
い
い
え
、

わ
か
ぎ
さ
ん
な
ら
、お
願
い
し
て
も
い
い
か
な
と
思
っ
て
」と
笑
っ

て
答
え
ら
れ
た
。「
お
ー
い
！　

ち
ょ
っ
と
待
て
」
と
ツ
ッ
コ
ミ

を
入
れ
そ
う
に
な
っ
た
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
私
は
い
つ
も
こ
う

▲伝統漁法である
「投網漁」
▶川エビやウナギの
稚魚、ゴリなど

川漁師倶楽部の小野隆利さんの手ほどきで漁業初体験。四万十川の伝
統漁法は、春はゴリの「ガラ曳き漁」、夏はアユの「火振り漁」、秋〜冬は

「アオサ漁」や「シラス漁」などが有名。今回は、一抱えほどに束ねた木の
枝（柴）を川底に仕掛けて翌日以降に引き上げ、大型のタモですくって、ウナ
ギ、カニ、エビなどを捕る「柴漬け漁」を体験。小野さんはもちろん現役の川
漁師。

い
う
肉
体
的
な
体
験
を
す
る
羽
目
に
な
る
よ
う
だ
。

　

頑
張
っ
て
体
験
し
た
漁
。
そ
の
収
穫
を
見
た
と
き
に
、
お
土
産

物
屋
さ
ん
で
売
っ
て
い
る
川
エ
ビ
の
佃
煮
な
ど
が
い
か
に
大
変
な

作
業
で
売
ら
れ
て
る
か
実
感
す
る
。「
も
っ
と
高
く
て
も
い
い
！
」

と
叫
び
そ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
う
い
え
ば
四
万
十
川
財
団
は
、
川
の
水
質
調
査
や
一
斉
清
掃
、

地
元
産
品
の
販
売
を
支
援
す
る
「
四
万
十
ブ
ラ
ン
ド
認
証
」、
流

域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
リ
バ
ー
マ
ス
タ
ー
育
成
」
に
も
取
り
組
ん
で

い
る
と
聞
い
た
。
私
た
ち
が
癒
さ
れ
る
景
色
や
自
然
の
恵
み
の
裏

側
に
、
地
元
の
人
の
地
道
な
働
き
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
思
う
。

人
と
自
然
の
共
生
モ
デ
ル

　

次
の
日
は
あ
い
に
く
の
雨
。
し
か
し
、
四
万
十
川
の
支
流
の
中

で
も
最
も
美
し
い
と
い
わ
れ
る
黒
尊
川
周
辺
に
も
出
向
く
。
み
ん

な
は
あ
い
に
く
の
雨
と
嘆
い
た
が
、
私
は
ご
機
嫌
だ
っ
た
。
雨
に

洗
わ
れ
た
緑
の
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
薫
り
。
川
の
流
れ
が
少
し
速

く
濁
っ
て
い
た
が
、
そ
の
荒
々
し
さ
も
生
き
て
い
る
姿
を
映
し
出

し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
光
景
だ
っ
た
。

　

こ
の
黒
尊
川
流
域
の
五
地
区
が
集
ま
っ
て
「
し
ま
ん
と
黒
尊
む

ら
」
と
い
う
、
自
然
環
境
を
守
り
つ
つ
、
振
興
に
も
力
を
入
れ
て

い
る
地
区
が
あ
る
。
春
か
ら
秋
に
は
自
然
を
楽
し
み
な
が
ら
体
験

で
き
る
施
設
も
充
実
し
て
い
る
の
で
、
今
度
は
ぜ
ひ
個
人
旅
行
で

行
き
た
い
も
の
だ
。
レ
ス
ト
ラ
ン
「
し
ゃ
え
ん
じ
り
」
で
食
べ
た

山
菜
の
美
味
だ
っ
た
こ
と
！　

つ
い
、
近
く
の
直
販
所
で
イ
タ
ド

リ
を
買
っ
て
帰
り
、
大
阪
で
も
料
理
し
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

人と自然が共生するモデル地区・黒尊川流域。黒尊川は「平成の名水百
選」にも選ばれた水質で、流域の人々は住民グループ「しまんと黒尊むら」を
つくり、自然に優しい人々の暮らしがあることで守られる自然が増え、結果的
に地域の発展につながっていくという考えを実践。山菜など地元食材を使っ
たメニューを提供する農家レストラン「しゃえんじり」（野菜畑）の運営なども
行っている。

▼「しゃえんじり」メンバーの
平塚聖子さん
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「
沈
下
橋
」
と
い
う
景
観

　

と
こ
ろ
で
、
四
万
十
川
に
は
た
く
さ
ん
の
「
沈
下
橋
」
と
呼
ば

れ
る
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。
有
名
な
写
真
も
多
い
の
で
ご
存
じ
の

方
も
多
い
だ
ろ
う
。
増
水
時
に
水
面
下
に
沈
む
こ
と
を
想
定
し
た

も
の
で
、
い
ず
れ
も
欄
干
が
な
く
、
細
い
橋
を
車
で
渡
る
と
ス
リ

ル
満
点
。
こ
の
沈
下
橋
も
、
か
つ
て
お
金
の
な
か
っ
た
時
代
に
仕

方
な
く
こ
う
い
う
簡
素
な
形
で
架
け
ら
れ
た
そ
う
だ
が
、
川
の
景

観
に
似
合
っ
た
そ
の
姿
の
せ
い
で
有
名
に
な
っ
て
し
ま
い
、
今
も

守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
土
地
の
人
に
と
っ
て
は
、
欄
干
の
あ
る

安
全
な
橋
の
方
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
景
観
の

た
め
に
不
便
で
危
険
な
橋
を
守
っ
て
い
る
の
だ
。
夏
に
は
キ
ャ
ン

プ
に
来
て
い
る
子
供
た
ち
が
沈
下
橋
か
ら
飛
び
込
ん
だ
り
し
て
遊

ぶ
の
で
、
土
地
の
人
は
橋
を
渡
り
た
い
が
、
待
っ
て
い
て
く
れ
た

り
す
る
ら
し
い
。

　
「
保
全
と
振
興
か
…
…
」
と
私
は
ま
た
頭
の
隅
に
そ
の
言
葉
を

思
い
浮
か
べ
た
。

土
地
の
人
の
努
力
と
外
の
人
の
礼
儀

　

今
回
の
取
材
の
中
で
、
四
万
十
市
教
育
委
員
会
の
川
村
慎
也
さ

ん
に
も
会
っ
た
。
初
日
、
二
日
目
と
、
彼
は
自
分
の
説
明
す
る
地

域
の
地
図
を
コ
ピ
ー
し
て
持
っ
て
き
て
く
れ
、
四
万
十
川
周
辺
が

か
つ
て
林
業
が
盛
ん
で
、
川
を
通
し
て
関
西
へ
薪
炭
な
ど
を
積
み

出
し
て
い
た
こ
と
。
そ
の
町
の
名
残
り
が
ど
こ
に
あ
る
か
な
ど
を
、

増水時に水面下に沈む「沈下橋」。欄干がないのは、増水時に流木や土砂
が橋に引っかかり、橋が壊れることを防ぐため。戦後、特に1960年代以降、
数多くつくられ、現在も住民の生活道として活躍。1998年、高知県は現存す
る47の沈下橋を重点的に保存・維持管理する方針を決定した。沈下橋は水
面までの距離が近く、夏には橋から川に飛び込んで遊ぶ子供たちも多いとか。
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▲歩行者と２輪車だけが通行できる「中半家（なかはげ）橋」

◀▲「四万十川の沈下橋」
としてメディアに登場するこ
とも多い「岩間大橋（岩間
沈下橋）」

口屋内（くちやない）沈下橋にて四万十市教育委員会の川村慎也さんと。四万十川流域は2009年2月に国の重要文化的景観に選定された
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あ
っ
と
い
う
間
に
、
簡
単
な
言
葉
で
面
白
く
説
明
し
て
く
れ
た
。

古
地
図
好
き
、
歴
史
好
き
の
私
に
は
た
ま
ら
な
い
時
間
で
も
あ
っ

た
。

　

し
か
も
川
村
さ
ん
は
大
阪
出
身
だ
と
い
う
。
お
母
さ
ん
の
実
家

が
高
知
だ
っ
た
の
で
、
ハ
マ
ッ
て
四
万
十
市
で
就
職
し
た
ら
し
い
。

な
る
ほ
ど
、
だ
か
ら
外
か
ら
の
視
線
で
説
明
で
き
る
わ
け
だ
。
あ

あ
い
う
青
年
が
縁
あ
っ
て
住
み
着
く
。
四
万
十
川
の
魅
力
は
な
か

な
か
奥
行
き
が
深
い
と
み
た
。
さ
す
が
国
の
重
要
文
化
的
景
観
の

選
定
を
受
け
た
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
。

　

さ
て
、
た
っ
た
二
日
で
私
に
何
が
取
材
で
き
た
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
四
万
十
川
に
行
く
前
と
行
っ
た
後
で
は
印
象
は
大
い
に
違

う
も
の
に
な
っ
た
。

　

最
後
に
最
も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
四
万
十
川
の
周
辺
で
川
に
つ

い
て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
や
環
境
保
全
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を
行
う
流

域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
リ
バ
ー
マ
ス
タ
ー
の
麻
田
満
良
さ
ん
の
話
。

「
わ
し
ら
は
別
に
そ
ん
な
名
前
で
呼
ん
で
も
ら
わ
ん
で
も
、
今
ま

で
も
同
じ
こ
と
を
し
と
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
す
る
よ
。
川
の
側

に
住
ん
で
る
か
ら
」
と
の
こ
と
。
ま
た
「
都
会
か
ら
来
た
人
に
教

え
る
の
は
当
た
り
前
。
こ
こ
の
人
は
お
人
よ
し
ば
っ
か
り
や
か
ら

ね
」
と
も
言
っ
た
。

●

　

四
万
十
川
と
共
存
す
る
人
々
に
と
っ
て
の
現
実
は
厳
し
く
て
優

し
い
。
そ
こ
に
分
け
入
る
我
々
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
？

　

毎
年
、
苗
場
で
行
わ
れ
る
フ
ジ
ロ
ッ
ク
と
い
う
音
楽
祭
が
あ
る
。

山
の
中
で
ロ
ッ
ク
を
楽
し
む
日
本
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
。
何
よ
り
も

有
名
で
長
続
き
し
て
い
る
理
由
は
都
会
か
ら
行
く
お
客
が
一
切
ゴ

まさに「生物多様性の宝庫」のような四万十川流域の保全と振興の取り組
みを辿り、多くの人と出会った。害獣を有効活用して特産品に──「鹿ジャー
キー」を開発した「しまんとのもり組合」の岡村有人さん（写真上）。リバーマス
ターの麻田満良さん（写真左）。「四万十川が日本一なのは、川の透明度だ
けでなく生き物がたくさん住んでいるからだ」と言う、四万十川西部漁業協同
組合「鮎市場」の林大介さん（写真下）。

かつて回船で栄えた四万十川河口下田地区。河口の砂利を用いたバラスブロックなど特徴的な景観が残されている
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中土佐町

津野町梼原町

四万十町

愛媛県

土佐湾

四万十市
黒潮町

黒尊川

目黒川

広見川

四万十川

梼原川

北川

撮影／山内厚美

ミ
を
出
さ
な
い
と
い
う
初
年
度
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
ピ
リ
ッ
ツ
が

生
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

大
阪
に
戻
る
前
に
、
雨
の
せ
い
で
川
に
沈
下
し
た
橋
を
見
る
こ

と
が
で
き
た
。
向
こ
う
岸
に
は
ま
さ
し
く
渡
れ
な
い
。
川
向
こ
う

に
住
む
人
は
あ
の
日
、
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
ん
な
犠
牲

の
上
で
我
々
が
文
化
的
景
観
を
愛
で
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。

　

美
し
い
も
の
を
守
っ
て
く
れ
る
土
地
の
努
力
と
、
そ
れ
を
見
せ

て
も
ら
う
外
部
の
人
間
の
礼
儀
の
バ
ラ
ン
ス
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。

わ
か
ぎ
ゑ
ふ

一
九
五
九
年
大
阪
市
生
ま
れ
。
二
つ
の
劇
団「
リ
リ
パッ
ト・ア
ー
ミ
ー
Ⅱ
」と「
ラ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
」

を
主
宰
、座
長
。
作
、演
出
、美
術
、出
演
を
行
う
。
ほ
か
に
エッ
セ
イ
、小
説
、テ
レ
ビ
の
脚
本

な
ど
多
方
面
で
活
躍
。
新
作
狂
言
に
も
挑
戦
。
二
〇
一
〇
年
よ
り
新
神
戸
オ
リ
エ
ン
タ
ル
劇

場
芸
術
監
督
も
務
め
る
。
著
書『
大
阪
人
、地
球
に
迷
う
』『
大
阪
の
神
々
』『
大
阪
弁
の
秘
密
』

『
よ
り
道
体
質
』『
秘
密
の
花
園
』『
太
り
す
ぎ
の
雲
』『
そ
れ
は
言
わ
な
い
約
束
で
し
ょ
？
』な
ど

多
数
。

http://hom
epage3

.nifty.com
/tam

a-sho/

▼雨で増水した四万十川。沈下橋
はすっかり沈んでしまった

▶こいのぼりの川渡し


