
「
最
初
、
川
に
対
す
る

想
い
入
れ
は
な
か
っ
た
」

　

吉
村
さ
ん
は
横
浜
市
に
入
庁
後
、下
水
道

の
設
計
課（
管
渠
の
設
計
）
に
所
属
。
6
年

後
、配
転
希
望
を
出
し
、下
水
道
の
計
画
部

署
を
希
望
す
る
も
願
い
叶
わ
ず
、第
二
志
望

の
河
川
部
河
川
工
事
課
に
配
属
と
な
っ
た
。

特
別
川
に
興
味
が
あ
っ
て
希
望
し
た
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
。河
川
事
業
は
下
水
道
と

比
べ
る
と
予
算
規
模
も
小
さ
く
、用
地
買
収

に
予
算
が
費
や
さ
れ
る
の
で
工
事
関
係
の

仕
事
は
多
く
は
な
か
っ
た
。そ
れ
を
い
い
こ

と
に
、「
現
場
に
行
っ
て
き
ま
す
」
と
言
っ

て
横
浜
市
内
の
川
を
あ
ち
こ
ち
歩
き
回
っ

た
。そ
れ
が
、川
に
対
す
る
興
味
を
も
つ
基

礎
に
な
っ
た
と
言
う
。

多
く
の
も
の
を
見
る
こ
と
で
、

も
の
の
良
し
悪
し
を
知
る

　

河
川
工
事
課
に
転
属
し
て
か
ら
川
に
関
心

を
持
つ
他
の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
職
員
と
知
り
合

い
、「
京
都
の
川
を
見
に
行
こ
う
」と
い
う
こ

と
に
な
り
、
二
十
数
人
で
京
都
に
行
っ
た
。

そ
し
て
、
翌
1
9
8
2
年「
よ
こ
は
ま
か
わ

を
考
え
る
会
」と
い
う
市
民
団
体
を
立
ち
上

げ
、毎
月
1
回
の
定
例
研
究
会
、近
く
の
川

を
見
る
会
や
遠
く
の
川
を
見
る
会
、運
河
を

使
っ
た
カ
ヌ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
な
ど
、都

市
河
川
再
生
の
活
動
を
始
め
た
。こ
れ
ら
の

活
動
が
き
っ
か
け
と
な
り
、市
役
所
内
外
で

幅
広
く
友
人
が
で
き
、「
楽
し
い
」
と
い
う

感
情
が
生
ま
れ
、徐
々
に
川
に
夢
中
に
な
っ

て
い
っ
た
。
吉
村
さ
ん
は
こ
の
活
動
を
通

し
て
、河
川
は
ま
ち
づ
く
り
の
骨
格
に
な
る

と
気
づ
き
、都
市
の
自
然
を
問
い
直
そ
う
と

し
た
。特
に
横
浜
市
は
丘
陵
地
帯
で
あ
る
た

め
、川
が
多
く
あ
る
た
め
だ
。こ
の
よ
う
に
、

未
来
の
川
づ
く
り
構
想
の
軸
は
、自
身
の
経

験
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。「
良
い
川

を
知
る
た
め
に
は
、多
く
の
川
を
見
る
こ
と

以
外
に
な
い
」と
い
う
信
念
ゆ
え
に
、新
婚

旅
行
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
川
を
見
に
行
っ
た

た
め
、奥
さ
ん
に
は
あ
き
れ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
と
、笑
い
な
が
ら
吉
村
さ
ん
は
言
っ
た
。

打
ち
破
れ
！
前
例
主
義

　

前
号
の
通
り
、1
9
8
2
年
当
時
は
横
浜

市
の「
河
川
環
境
整
備
事
業
」が
ス
タ
ー
ト

し
、制
度
的
に
は
計
画
を
実
行
で
き
る
流
れ

が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
先
輩
た

ち
に
よ
る
整
備
事
業
を
否
定
す
る
こ
と
に

土木のお仕事学生が行く！

学生記事［連 載］

篠㟢 真澄  学生編集委員

相沢 圭俊  学生編集委員

都
市
河
川
の
自
然
復
元
を
ひ
も
と
く
！

第
7
回

 

【
横
浜
市
】
い
た
ち
川
（
人
物
編
）

前
号
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
で
は
、
排
水
路
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た
川
に
自
然
を
蘇
ら
せ
た
い
た
ち
川
を
紹
介
し

た
。
今
回
は
、
当
時
の
河
川
改
修
の
常
識
を
覆
し
て
緑
あ
ふ
れ
る
川
を
蘇
ら
せ
た
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
吉
村
伸

一
さ
ん
を
取
材
。
ア
イ
デ
ィ
ア
が
実
現
さ
れ
成
功
に
至
る
ま
で
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
思
い
で
進
み
続
け
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
吉
村
さ
ん
の
仕
事
観
に
迫
る
！

写真1　
いたち川での取材風景

［
取
材
協
力
者
］�

吉
村�

伸
一
氏�

（
株
）
吉
村
伸
一
流
域
計
画
室 

代
表
取
締
役

YOSHIMURA Shinichi

1948年北海道生まれ、1971年に室蘭工業
大学土木工学科を卒業後、横浜市役所に入
庁。1976 ～ 1995年河川部に所属。いた
ち川など都市河川の自然再生に取り組む。
1998年退職。吉村伸一流域計画室を設立、
現在に至る。
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な
り
、計
画
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
聞
く
と
、「
そ
ん
な
も
の

気
に
し
な
い
！
」と
吉
村
さ
ん
は
言
い
切
っ

た
。あ
ま
り
の
勢
い
の
よ
さ
に
、川
づ
く
り

の
計
画
に
大
き
な
自
信
が
あ
る
こ
と
が
感

じ
ら
れ
た
。「
私
一
人
で
川
を
つ
く
っ
た
よ

う
に
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
け
ど
、
そ
う

じ
ゃ
な
い
」と
言
う
。事
業
を
実
行
に
移
す

た
め
に
は
、予
算
の
措
置
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、事
業
に
関
す
る
組
織
的
な
決
裁（
合
意
）

が
必
要
に
な
る
。
組
織
を
動
か
す
た
め
に
、

合
意
形
成
に
力
を
注
い
だ
そ
う
だ
。

　

具
体
的
に
は
、計
画
を
前
進
さ
せ
る
た
め

に
誰
に
相
談
す
れ
ば
い
い
か
、キ
ー
パ
ー
ソ

ン
を
見
極
め
る
。
ダ
メ
と
言
わ
れ
た
ら
そ

こ
か
ら
前
に
進
め
な
い
。だ
か
ら
、相
手
に

よ
っ
て
は
ど
こ
ま
で
本
音
を
言
う
か
な
ど

注
意
さ
れ
た
そ
う
だ
。ま
る
で
勝
負
師
の
よ

う
だ
と
思
っ
た
が
、前
例
を
覆
す
た
め
に
は

必
須
な
力
の
か
も
し
れ
な
い
。こ
の
一
つ
ひ

と
つ
の
積
み
重
ね
の
結
果
、多
自
然
川
づ
く

り
が
実
現
さ
れ
た
。

四
面
楚
歌

　

辛
い
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
や
は
り
、
最
初
の
頃
は
孤
独
感
が
あ
り
ま

し
た
よ
。
市
民
に
は
余
計
な
こ
と
す
る
な

と
言
わ
れ
る
し
ね
」
と
吉
村
さ
ん
は
語
っ

た
。そ
の
頃
は
ま
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の「
近
自

然
河
川
工
法
」は
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
お
ら

ず
、市
民
の
関
心
も
低
か
っ
た
。そ
ん
な
と

き
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
自
然
工
法
に
関
す
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
愛
媛
県
の
五
十
崎
町
で

あ
る
と
い
う
新
聞
記
事
を
目
に
し
、休
暇
を

取
っ
て
自
費
で
出
か
け
た
そ
う
だ
。「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い

る
」こ
と
を
知
り
、元
気
を
も
ら
っ
た
と
い

う
。前
例
の
な
い
事
業
を
手
掛
け
よ
う
と
し

て
、な
か
な
か
周
囲
の
理
解
が
得
ら
れ
な
く

と
も
、い
つ
か
、ど
こ
か
で
自
分
の
仲
間
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
う
信
じ
て
行

動
を
起
こ
し
て
い
く
こ
と
が
、孤
独
に
打
ち

勝
つ
方
法
だ
と
感
じ
ら
れ
た
。

ぶ
つ
か
る
こ
と
は

悪
い
こ
と
じ
ゃ
な
い

　

前
号
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、い
た
ち
川
で

取
り
組
ん
だ
最
初
の
事
業
は
地
元
説
明
会

で
反
対
さ
れ
、す
ぐ
に
は
着
工
で
き
な
か
っ

た
。工
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
も「
子
ど
も
が

川
で
遊
ん
で
い
る
。
流
さ
れ
た
ら
ど
う
す

る
」な
ど
の
苦
情
が
殺
到
し
4
年
間
事
業
が

中
断
す
る
と
い
う
悲
哀
を
味
わ
っ
た
。

　

吉
村
さ
ん
は
、住
民
の
表
面
的
な
意
見
を

深
く
考
え
ず
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
は

い
け
な
い
と
い
う
。そ
の
意
見
の
奥
に
あ
る

も
の
を
見
い
だ
し
て
い
く
、ど
ん
な
川
や
ま

ち
に
し
て
い
く
の
か
住
民
と
一
緒
に
考
え

る
。
そ
う
い
っ
た「
参
加
」
が
大
事
だ
。
公

務
員
技
術
者
と
し
て
は
時
代
を
先
取
り
し

て「
い
い
も
の
」
を
考
え
、
時
間
を
か
け
て

軋
轢
を
乗
り
越
え
て
い
く
べ
き
、と
語
ら
れ

た
。
自
分
が
考
え
た
ア
イ
デ
ィ
ア
に
迷
い

が
な
く
、自
信
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、信
念
を

も
っ
て
ぶ
つ
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　幅広く現場を見る目を養ってほしい。仕事とは課題解決
である。課題とは、頭の中ではなく、現場にあるものだ。ま
ずは数々の土木遺産を見て、そこに込められた先人の技
術や精神を体で学ぶこと。また、仲間をつくることで、モチ
ベーションを維持することが重要である。

COLUMN

学生へのメッセージ

写真2　いたち川の現状を見守る吉村氏

　取材中、吉村さんは、われわれ学生チーム以上にいた
ち川の撮影をしていた。理由を聞くと、「自分がつくったも
のだからね、心配なんだ」という。つくりっ放しではなく、退
職後もその後を見守り続ける姿勢を見て、技術者としての
本当のプライドを感じた。また、休日や新婚旅行中でさえ
も川のことを考えてしまう吉村さんを見て、仕事とは公私を
分離して考えるのではなく、また自身の人生と重なった時
にこそ、その仕事が天職になるのだろうと感じた。

取材を終えて
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