
　長清水は｢新
に と べ

渡戸観
かんのん

音泉
すず

｣(下江釣子)と
共に｢いわての名水二十選｣に選定(昭和
60年・岩手県認定)されました。わき出
る水量が多く、昔からどんな日照りの
年でも枯れたことはないといわれてい
ます。また、この水を灌

かんがい

漑用として細
長い堤が江釣子まで引かれていたこと
から｢長清水｣と地名が付けられたとか。
　上流で飲み水がくまれ、下流で野菜
などの洗い物をするというように使い
分けられています。

長
な が

清
す ず

水(和賀町藤根)

北上の清水を歩く北上の清水を歩く
市内には｢すず｣と呼ばれるわき水が多く存在します。市内には｢すず｣と呼ばれるわき水が多く存在します。
すずは昔から地域の人々の生活を支え、今でも暮らしの一部となっています。すずは昔から地域の人々の生活を支え、今でも暮らしの一部となっています。
また周りに植物が生い茂り、水生生物のすみかでもあることから、自然保護、景また周りに植物が生い茂り、水生生物のすみかでもあることから、自然保護、景
観形成の側面も持っています。観形成の側面も持っています。
水の大切さを感じながら自然の涼を味わいに、すずへ出掛けてみませんか。水の大切さを感じながら自然の涼を味わいに、すずへ出掛けてみませんか。

す　  　　ずす　  　　ず
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｢
す
ず｣

の
由
来
に
は
、
清
水(

し
み
ず)

が

変
化
し
て｢
す
ず｣

に
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。

　

市
内
の
す
ず
は
、
和
賀
川
沿
い
に
右
岸
と

左
岸
の
両
方
で
見
ら
れ
、
右
岸
は
和
賀
町
山

口
か
ら
相
去
町
ま
で
、
左
岸
は
和
賀
町
藤
根

か
ら
黒
沢
尻
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、

北
上
東
部
に
も
点
在
し
ま
す
。
市
立
博
物
館

の
調
査
で
は
、
２
０
０
近
い
す
ず
が
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

市
内
に
す
ず
が
多
い
理
由
は
、
北
上
市
の

地
形
に
よ
り
ま
す
。
北
上
川
、
和
賀
川
、
尻

平
川
、
夏
油
川
な
ど
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
扇

状
地
や
河
岸
段
丘
か
ら
、
数
多
く
の
地
下
水

が
わ
き
出
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
北
上
川
東

岸
に
は
水
を
通
し
に
く
い
不
透
水
層(

稲
瀬

火
山
岩
類)

が
広
く
分
布
し
、
そ
の
上
に
た

ま
っ
た
水
が
至
る
所
か
ら
わ
き
出
て
い
ま
す
。

　

地
下
水
で
あ
る
す
ず
は
、
土
壌
に
浸
透
し

て
い
く
中
で
不
純
物
な
ど
が
ろ
過
さ
れ
る
た

め
水
質
が
良
く
、
水
温
は
ほ
ぼ
一
定
で
夏
は

冷
た
く
冬
は
温
か
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
市
が
昨
年
実
施
し
た
わ
き
水
11
地
点
の

水
質
調
査
で
は
、
水
温
は
12
〜
16
度
で
し
た
。

冬
に
は
水
面
に
湯
気
が
立
つ
ほ
ど
で
す
。

　

す
ず
は
昔
か
ら
、
飲
み
水
や
洗
い
場
な
ど

地
域
共
有
の
水
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
市
立
博
物
館
が
ま
と
め
た
『
北
上
の
清す

水ず

物
語
』(

平
成
20
年)

に
よ
る
と
、
朝
は
飲
み

水
を
く
み
、
次
に
洗
い
物
と
い
う
よ
う
に
、

時
間
帯
を
決
め
て
使
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

今
で
は
水
場
と
し
て
の
役
割
は
減
り
ま
し
た

が
、｢

カ
ド｣

と
呼
ば
れ
る
洗
い
場
は
、
野
菜

や
農
具
を
洗
う
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
水
量
が
豊
富
な
す
ず
は
、
セ
リ
栽

培
の
ほ
か
に
豆
腐
・
酒
造
り
、
染
め
物
な
ど

の
仕
事
を
生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。
当
時
は

農
村
が
栽
培
し
た
麻
を
布
に
織
り
、
そ
れ
を

染
物
店
が
あ
い
染
め
に
し
て
繁
盛
し
て
い
た

と
の
こ
と
。
そ
の
布
染
め
作
業
に
は
大
量
の

水
が
必
要
で
、
す
ず
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

＊

　

上
水
道
が
整
備
さ
れ
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば

簡
単
に
水
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
時
代
で
す

が
、
今
で
も
炊
事
用
や
飲
料
水
と
し
て
愛
用

さ
れ
る
す
ず
が
あ
り
ま
す
。
和
賀
町
藤
根
に

あ
る｢
長な

が

清す

ず水｣(

前
ペ
ー
ジ
写
真)

が
そ
の
一

つ
。
米
や
お
茶
に
と
、
ポ
リ
タ
ン
ク
や
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
を
持
っ
た
人
が
次
々
と
や
っ
て
き

ま
す
。
中
に
は
孫
の
ミ
ル
ク
に
と
い
う
人
も
。

ガ
ソ
リ
ン
代
を
か
け
て
で
も
来
る
そ
う
で
す
。

　

川
岸
か
ら
通
う
八
重
樫
恭
治
さ
ん
と
淳
子

さ
ん
は
、
コ
ー
ヒ
ー
に
使
用
。｢
水
道
水
も

い
い
の
だ
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
味
が
違
い
ま

す
ね
。
自
然
も
気
持
ち
い
い｣

と
感
謝
し
て

い
ま
し
た
。

　

近
所
に
住
む
髙
橋
ハ
ナ
さ
ん
は
、
長
年
す

ず
を
清
掃
し
て
き
た
住
民
の
一
人
。｢

た
く

さ
ん
の
人
が
水
を
く
み
に
来
る
の
で
、
き
れ

い
に
し
な
け
れ
ば｣

と
週
２
・
３
回
通
っ
て

掃
除
に
精
を
出
し
て
い
ま
す
。

【
注
意
】
す
ず
は
自
然
の
お
い
し
い
水
と
し

て
昔
か
ら
飲
み
水
に
使
用
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
大
腸
菌
群
や
一
般
細
菌
が
検
出
さ
れ
る

北上の清水を歩く
市
内
の
す
ず
は
約
２
０
０
カ
所

す
ず
に
ま
つ
わ
る
伝
説
・
伝
承

生
活
に
溶
け
込
む
す
ず

こ
と
も
あ
る
た
め
、
煮
沸
す
る
な
ど
の
注
意

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
ん
こ
ん
と
わ
き
出
る
す
ず
は
神
秘
的
で

も
あ
り
、
神
聖
な
場
所
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

水
の
あ
る
場
所
に
は
水
神
様
が
宿
る
と
い
う

信
仰
の
も
と
、
ほ
こ
ら
を
建
て
、
ま
つ
っ
て

い
る
の
で
す
。
ま
た
、
薬
効
が
あ
る
と
伝
え

ら
れ
る
す
ず
や
、
伝
説
・
伝
承
が
語
り
継
が

れ
る
す
ず
も
あ
り
ま
す
。

　

帰き
は
ん
じ
ょ
う

帆
場
公
園(

幸
町)

の
南
約
70
㍍
か
ら
80

㍍
の
所
に｢

和
野
浮
島｣

が
あ
り
ま
す
。
豊

富
な
わ
き
水
に
恵
ま
れ
て
い
た
和
野
は
、
江

戸
時
代
か
ら
セ
リ
栽
培
が
盛
ん
な
場
所
で
し

た
。
そ
の
和
野
に
は
、
次
の
よ
う
な
伝
説
が

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

『
和
野
の
浮
島
伝
説
』

　

和
野
に
は
、
源
義
経
が
東
下
り
す
る
際

の
側
近
、
片
岡
八
郎
経
春
が
逃
げ
隠
れ
、

館
を
建
て
て
住
ん
だ
田
中
浮
島
屋
敷
が
あ

っ
た
。
あ
る
年
の
お
盆
の
く
だ
ん
の
日
、

旅
か
ら
旅
へ
と
仏
を
拝
ん
で
ま
わ
っ
て
歩

く
六り

く

ぶ部
が
田
中
浮
島
の
家
に
来
て
、
家
の

中
に
入
っ
て
仏
様
を
拝
ん
だ
後
、
主
人
に

何
か
食
べ
物
を
報
謝
し
て
く
れ
と
頼
ん
だ
。

主
人
が
炊
き
た
て
の
赤
飯
を
差
し
上
げ
る

と
六
部
は
お
い
し
そ
う
に
何
杯
も
お
代
わ

り
を
し
、
あ
っ
と
い
う
間
に
お
ひ
つ
一
つ

を
た
い
ら
げ
て
し
ま
っ
た
。

　

六
部
は
主
人
に
向
か
っ
て
お
礼
し｢

今
、

こ
の
家
に
来
る
と
き
に
お
宅
の
若
者
た
ち

が
大
き
な
ウ
ナ
ギ
を
つ
か
ま
え
て
料
理
し

▲

カ
ド
と
呼
ば
れ
る
洗
い
場
。
近
所
の

人
が
手
や
長
靴
を
洗
い
に
来
て
い
た

▲和野の浮島。昔、北上川が
洪水をおこしても、この場所
だけは沈まずに浮いていたこ
とから名付けられたという

▲幸町の帰帆場公園。この辺
りはかつて一面セリ田だった
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よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
も
し
あ
の
ウ
ナ

ギ
を
殺
す
よ
う
な
事
が
あ
れ
ば
、
こ
の
家

も
日
な
ら
ず
し
て
滅
び
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
。
早
く
行
っ
て
止
め
さ
せ
な
さ
い｣

と

言
う
や
い
な
や
そ
の
家
を
立
ち
去
っ
た
。

　

主
人
は
急
い
で
向
か
っ
た
が
、
ウ
ナ
ギ

は
す
で
に
若
者
に
殺
さ
れ
、
腹
か
ら
は
六

部
に
食
べ
さ
せ
た
赤
飯
が
出
て
き
た
。
そ

れ
か
ら
後
、
ウ
ナ
ギ
の
供
養
を
し
神
仏
の

加
護
を
祈
っ
た
が
、
災
難
に
見
舞
わ
れ
、

屋
敷
も
見
る
影
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

今
も
片
岡
一
族
の
末
孫
は
正
月
と
盆
の

16
日
は
ウ
ナ
ギ
は
も
ち
ろ
ん
、
酒
と
も
ち

を
口
に
し
な
い
家
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　

(｢

北
上
の
清
水
物
語｣

よ
り)

▲ 黒沢尻東地区自治協
議会は、地域の伝説を
題材にした手作りの紙
芝居発表会を３年前か
ら開催。｢浮島ものが
たり｣ は初回で披露さ
れた。紙芝居は黒沢尻
東地区交流センターと
中央図書館で貸し出さ
れている

　　

こ
の
ほ
か
、
す
ず
に
ま
つ
わ
る
伝
説
・
伝

承
は
30
カ
所
に
残
さ
れ
て
お
り
、
市
立
博
物

館
で
は
12
の
伝
説
・
伝
承
を｢

き
た
か
み　

す
ず
め
ぐ
り｣

と
し
て
取
り
ま
と
め
て
い
ま

す
。

※
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
市
内
図
書
館
で
貸
し
出

し
す
る
ほ
か
、
博
物
館
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

＊　

　

す
ず
に
ま
つ
わ
る
伝
説
・
伝
承
の
中
に
は
、

神
社
や
お
堂
の
由
来
に
関
す
る
も
の
も
あ
り

ま
す
。
先
人
は
命
の
水
を
守
る
た
め
、
信
仰

に
よ
り
水
神
様
を
ま
つ
っ
て
き
ま
し
た
。
す

ず
を
訪
ね
歩
く
と
、
近
く
に
神
社
や
ほ
こ
ら

を
見
か
け
ま
す
。

　

和
賀
町
岩
崎
の
田
が
広
が
る
一
角
で
、
林

の
茂
み
を
か
き
分
け
て
入
っ
て
い
く
と｢

弥

十
郎
清
水｣

が
姿
を
現
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

水
が
わ
き
出
る
所
に｢

水
神｣

と
大
き
く
彫
ら

れ
た
石
碑
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

鬼
柳
町
の
六
軒
で
は
、
六
軒
の
す
ず
が
豊

富
な
水
量
で
集
落
の
生
活
用
水
を
満
た
し
て

い
ま
す
。
ど
う
ど
う
と
水
路
を
流
れ
る
す
ず

の
上
の
森
に
は
、
水
神
様
を
ま
つ
る
ほ
こ
ら

が
静
か
に
立
っ
て
い
ま
す
。

　

水
は
古
く
か
ら
人
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い

も
の
で
し
た
。
そ
の
根
源
と
な
る
す
ず
も
大

切
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

地
域
づ
く
り
に
活
用
さ
れ
る
す
ず

▲すず周辺の枯れ木をかき集めるＮＰＯ法人わが
流域環境ネットのメンバー

　

生
活
用
水
と
し
て
の
役
割
は
薄
れ
て
き
て

い
る
す
ず
で
す
が
、
地
域
の
貴
重
な
資
源
と

し
て
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や

地
区
住
民
な
ど
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
19
年
に
設
立
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
わ
が

▲六軒のすずにまつられるほこら。
この下に豊富な水量のすずが流れる▲

弥十郎清水の水神。後部には『清
水ここにあり』という字が読める
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　　　　体験！すず巡り講座
　　
     
６月３日に行われた、藤根地区交流センター

主催 ｢東北自然歩道を歩き、すずを巡ろう｣ に
市広報担当も参加。飯島のすずからカムイヘチ
リコホまでの５kmを歩きました。市立博物館研
究員佐竹邦彦さんの解説を聞きながら足を進め、
すずの見どころを再発見することができました。

江釣子神社下の清水は目に効き
せきが止まるという言い伝えが
ある。また、神社境内東側の吹
咳(しゃぶき)権現神社には｢おん
どりのように大きな声が戻りま
すように｣と、おんどりの絵馬
が奉納されている

持ち主の屋号から名前
が付けられている。奥
の湧口には水神がまつ
られ、そこから流れ出
てくる。観音様が目印

五条丸公園

江釣子古墳群

飯島のすずと桂清水
から取った水を沸か
して入れたコーヒー
は、どちらも美味。
ごちそうさまでした

江釣子神社下の清水

カムイヘチリコホ家慶の清水

江釣子神社

ゴール



▲

飯
島
の
す
ず
を
整
備
す
る
、
長
沼
地
域
農
地･

水

･

環
境
保
全
活
動
実
践
組
織
の
皆
さ
ん

に
し
た
い｣

と
意
欲
を
見
せ
ま
す
。

　

新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
す
ず
は
、
地
域

の
財
産
と
し
て
子
ど
も
た
ち
へ
引
き
継
が
れ

る
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
Ｐ
Ｒ
に
も
な
り
自

然
保
護
に
も
な
る
。
か
つ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
場
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
ま
た
憩

い
の
場
と
し
て
人
々
の
交
流
が
広
が
る
。
そ

ん
な
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。　

流
域
環
境
ネ
ッ
ト(

及
川
一

は
じ
め

代
表)

は
、
環
境

保
全
や
自
然
保
護
に
関
す
る
活
動
を
し
て
い

ま
す
。
す
ず
と
そ
の
環
境
を
整
備
す
る
活
動

も
そ
の
一
つ
。
こ
れ
ま
で
、
す
ず
巡
り
や
ホ

タ
ル
観
察
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
事
務
局

の
小
田
島
清
さ
ん
は｢

活
動
す
る
こ
と
で
住

民
に
す
ず
の
大
切
さ
を
再
認
識
し
て
も
ら
い
、

ど
の
よ
う
に
地
域
づ
く
り
に
つ
な
げ
て
い
く

か
を
投
げ
か
け
て
い
き
た
い｣

と
、
今
後
の

展
開
を
望
み
ま
す
。

　

現
在
進
め
て
い
る
『
清
水(

す
ず)

の
郷
』

学
・
感
・
伝
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
交
流
セ
ン

タ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
行
政
な
ど
が
集
ま
り
、
す

ず
を
通
し
て
地
域
を
発
見
し
、
水
の
大
切
さ

を
認
識
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
今
後
、
す
ず

の
環
境
調
査
や
地
図
作
り
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

開
催
な
ど
を
行
う
予
定
で
す
。
代
表
の
及
川

さ
ん
は｢

こ
の
事
業
を
通
し
て
、
環
境
保
全

の
取
り
組
み
が
地
域
へ
浸
透
し
て
ほ
し
い｣

と
期
待
し
て
い
ま
し
た
。

　

和
賀
町
長
沼
の
農
業
者
、
自
治
会
、
老
人

ク
ラ
ブ
な
ど
で
組
織
す
る
、
長
沼
地
域
農

地
・
水
・
環
境
保
全
活
動
実
践
組
織(

武
田

忠
志
会
長)

は
、｢

飯え

じ

ま島
の
す
ず｣

の
環
境
整

備
を
昨
年
か
ら
本
格
的
に
始
動
。
そ
れ
ま
で

樹
木
が
う
っ
そ
う
と
生
い
茂
り
足
の
踏
み
場

も
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
、
伐
採
し
外
来
種
を

駆
除
、
洗
い
場
と
な
る
カ
ド
を
作
り
ま
し
た
。

整
備
後
は
風
通
し
が
良
く
、
子
ど
も
た
ち
の

遊
び
場
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
事
務
局
の
武

田
士
郎
さ
ん
は｢
面
積
も
広
く
珍
し
い
植
物

が
あ
る
場
所
。
み
ん
な
が
訪
れ
る
こ
と
が
で

き
る
地
域
の
憩
い
の
場
が
ほ
し
か
っ
た
。
今

後
は
希
少
植
物
や
水
生
生
物
の
写
真
を
看
板

　
　
　

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　

長
清
水
を
取
材
中
、
30
分
程
度
の
滞
在
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
途
切
れ
な
く
水
く
み
を
す

る
人
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
和
賀
町
岩
沢
の

山
の
ふ
も
と
に
あ
る｢

羽
山
口
の
す
ず｣

も
水

く
み
が
多
い
と
聞
き
ま
す
。
一
方
で
、
水
量

が
減
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
耳
に
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
時
季
は
、
す
ず
を
散
策
す
る

に
は
最
適
の
季
節
。
自
然
の
中
の
す
ず
は
、

安
ら
ぎ
と
心
地
よ
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま

す
。
豊
富
な
水
環
境
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る

こ
と
に
感
謝
し
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
環
境
が

続
く
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

北上の清水を歩く北上の清水を歩く

　　

第440号－ －5

地元住民が中心となり、一年か
けて整備。水量も多く、涼しく
てきれいになった

わがの里保育園

かつてはコイやナマズ
の養殖場。今は公園と
して整備され、水がど
うどうと流れている

途中、あずまやで一休み。
広い水場と木製の橋が設置
され、夏には子どもたちの
水遊び場にもなっている。
別名｢堺田の清水｣

別名｢仁平どのすず｣。
地主の名前から付けられ
た。樹齢500年のかつら
の巨木も見もの

｢ふるだ｣とはガマガエ
ルのこと。すずの中に
置かれた岩は古ガエル
のように見える

柳並木

左から右へと流れてい
た水が途中で逆流！ 桜並木

杉の巨木の下にわき出ている。木の根
は水を支える役割をするのだそうだ。
豊富なすずを利用したセリ栽培が盛ん
で、辺りにはセリ田が広がっている。
収穫は冬。生産者は小さなビニールハ
ウスを建て、その中でセリを洗う

大きなコンクリートの構造物を発見。
昔すずで氷を作ろうとした人が造った
ものだそう。すずは冬場でも水温が高
く、またこの場所が日当たりの良い南
向きのため、氷作りは失敗に終わった
ようだ

全明寺の清水

新渡戸観音清水(いわての名水二十選)

やすらぎの泉

桂清水

佐野公園

飯島のすず

ふるだ清水

和賀～江釣子湧水群マップ(抜粋)
イラスト：田中友美

すずの周りに生えている植物
や水生生物を見て歩くのもす
ず巡りの楽しみの一つ。ザリ
ガニの抜け殻やホタルの幼虫
が食べるカワニナも見つけた

スタート


