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江戸時代は呼松と王島の間は海で隔てられていたが、潮が引いたら下駄で	
歩けたとのこと。呼松の人形師だった中田善博さんの絵（所蔵：中田市男）

岡
山
県
は
多
く
の
映
画
や
ド
ラ
マ

の
ロ
ケ
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
く

に
昭
和
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
風
景

は
好
ま
れ
て
お
り
、水
島
で
は
遠
景

の
工
場
と
田
園
風
景
が
重
な
る
宇
野

津
や
、漁
村
と
工
場
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
が
印
象
的
な
呼
松
が
作
品
に
登
場

し
ま
す
。
呼
松
で
は
２
０
２
２
年
の

映
画『
と
ん
び
』が
撮
影
さ
れ
ま
し

た
。
呼
松
の
漁
港
に
阿
部
寛
と
北
村

匠
海
、八
幡
神
社
に
麻
生
久
美
子
が

や
っ
て
き
た
こ
と
が
、作
品
を
見
て

い
る
と
わ
か
り
ま
す
。

水
島
の
東
側
を
占
め
る
福
田
地
区

の
中
心
は
、呼
松
だ
っ
た
時
期
が
あ
り

ま
し
た
。
明
治
期
に
は
呼
松
の
戸

数
・
人
口
が
他
の
集
落
に
比
べ
て

圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
す（
福
田

町
誌
編
集
委
員
会
編『
福
田
町
誌
』

福
田
町
誌
刊
行
委
員
会
、１
９
５
８

年
、36
頁
、38
頁
）。

昭
和
初
期
に
つ
く
ら
れ
た
旧
呼

松
郵
便
局（
２
０
１
４
年
10
月
10
日

廃
局
）は
、ア
ー
ル
デ
コ
様
式
が
取

り
入
れ
ら
れ
、ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス

や
出
窓
が
あ
る
し
ゃ
れ
た
建
物
と

な
っ
て
い
ま
す
。「
呼
松
に
は
何
で

も
あ
っ
た
よ
。
映
画
館
も
ダ
ン
ス

ホ
ー
ル
も
、飲
食
店
も
な
ん
で
も

あ
っ
た
よ
」と
住
民
の
方
か
ら
教
え

旧呼松郵便局（写真：山口百香）

ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
風
景
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コンビナートとの共生と呼松の未来
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て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
も
煙
突
が
残

る
中
田
酒
造
の
日
本
酒「
歓
の
泉
」は
、

J

A

L
の
国
際
線
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ

ス
で
も
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、

同
社
は
２
０
０
９
年
に
廃
業
さ
れ
た

よ
う
で
す
。

呼
松
は
船
で
往
来
を
す
る
商
業
の

ま
ち
で
も
あ
り
、漁
業
の
ま
ち
で
も
あ

り
ま
し
た
。呼
松
の
前
に
広
が
る
海
は
、

平
家
物
語
で
語
ら
れ
て
い
る
水
島
合

戦
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
１
１
８
３

（
寿
永
２
）年
、平
家
の
大
将
・
能
登
守

教
経
は
、呼
松
か
ら
船
出
し
合
戦
に

勝
利
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す（
前
掲

『
福
田
町
誌
』151
頁
）。

歴
史
の
長
い
社
寺
も
あ
り
ま
す
。

真
言
宗
の
安
楽
院
は
、１
３
２
６（
嘉
暦

元
）年
に
建
立
さ
れ
た
古
寺
で
す
。
前

述
の
八
幡
神
社
も
、安
楽
院
と
同
じ
年

に
創
建
さ
れ
、福
田
地
域
で
一
番
古
い

神
社
で
す
。
こ
の
神
社
で
は
、650
年
以

上
も
続
く
と
さ
れ
る
御お
ん
さ
そ
う

佐
曽
宇
と
い
う

行
事
が
元
旦
の
未
明
に
行
わ
れ
ま
す
。

ま
ち
の
人
た
ち
が
奏
上
文
を
朗
唱
し
、

く
じ
引
き
を
す
る
お
祭
り
で
す
。

埋
め
立
て
ら
れ
る
前
の
水
島
地
先

は
遠
浅
の
海
で
、海
藻
・
海
草
が
た
く

さ
ん
生
え
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
古

老
の
話
に
よ
れ
ば
、潮
が
引
く
と
隠

れ
て
い
る
魚
を
手
づ
か
み
で
と
る
こ

と
が
で
き
た
ほ
ど
、豊
か
な
海
で
し

た（
丸
屋
博『
公
害
に
い
ど
む
―
―
水
島

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
と
あ
る
医
師
の
た
た
か

い
』新
日
本
新
書
、１
９
７
０
年
、14
頁
）。

と
こ
ろ
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

呼
松
の
目
の
前
に
も
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

が
や
っ
て
き
ま
す
。
は
じ
ま
り
は
食
糧

増
産
の
た
め
の
農
地
造
成
で
す
。
呼
松

の
南（
現
在
、水
島
臨
海
工
業
地
帯
C

地
区
、ホ
ー
ム
プ
ラ
ザ
ナ
フ
コ
南
倉
敷

店
が
あ
る
）、と
西
側（
現
在
B
地
区
、

三
菱
ケ
ミ
カ
ル
な
ど
が
あ
る
）が
干
拓

さ
れ
た
の
で
す
が
、そ
れ
が
の
ち
に
工

場
用
地
に
転
用
さ
れ
て
い
き
ま
し
た

（
前
掲『
公
害
に
い
ど
む
』96
～
97
頁
）。

左右写真：呼松の細い路地（写真：山口百香）
下写真：1969（昭和44）年5月2日　呼松水門と呼松のまち	

（写真：安藤弘志　所蔵：倉敷市歴史資料整備室）

呼
松
エ
ピ
ソ
ー
ド
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水
島
港
に
大
き
な
船
が
入
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
航
路
が
深
く
掘
ら
れ
、

そ
の
土
砂
が
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
用
地
の

埋
め
立
て
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
亀
島

山
や
王
島
山
で
も
１
９
６
０
年
頃
か

ら
埋
め
立
て
の
た
め
に
土
砂
が
削
ら

れ
た
よ
う
で
す（
倉
敷
市
史
研
究
会
編

『
新
修
倉
敷
市
史　

第
７
巻　

現
代
』

倉
敷
市
、２
０
０
５
年
、600
～
601
頁
）。

海
へ
の
玄
関
口
だ
っ
た
呼
松
は
工

場
に
囲
ま
れ
て
し
ま
い
、海
と
大
気
へ

の
汚
染
が
深
刻
に
な
り
ま
し
た
。
と

く
に
１
９
６
４（
昭
和
39
）年
は
環
境

の
激
変
が
起
き
た
年
と
し
て
記
憶
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
年
、化
成
水
島

（
現
・
三
菱
ケ
ミ
カ
ル
）が
試
験
操
業

を
開
始
し
た
の
で
す
。
そ
の
と
た
ん

48
メ
ー
ト
ル
の
フ
レ
ア
ス
タ
ッ
ク

（
廃
ガ
ス
燃
焼
塔
）か
ら
騒
音
激
し
く

炎
が
立
ち
の
ぼ
り
、夜
の
闇
を
明
々

と
照
ら
し
だ
し
ま
し
た
。
環
境
保
全

よ
り
も
経
済
活
動
が
優
先
さ
れ
る
風

潮
の
中
で
起
き
た
事
件
で
し
た
。

住
民
は
公
害
対
策
委
員
会
を
結

成
し
、700
人
が
工
場
に
デ
モ
行
進
を

行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は「
呼
松
エ
ピ

ソ
ー
ド
」と
呼
ば
れ
、水
島
で
の
公
害

反
対
運
動
の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
て

い
ま
す（
前
掲『
公
害
に
い
ど
む
』

42
～
46
頁
、前
掲『
新
修
倉
敷
市
史　

第
７
巻　

現
代
』428
～
429
頁
）。

海
の
汚
染
も
１
９
６
４
年
以
降
、

悪
化
し
ま
し
た
。
水
島
合
成（
現
・

三
菱
ケ
ミ
カ
ル
）と
化
成
水
島
が

呼
松
港
に
廃
液
を
流
す
よ
う
に
な

り
、異
臭
魚
が
増
え
た
の
で
す
。

１
９
６
５（
昭
和
40
）年
６
月
に
は
、

死
ん
だ
魚
が
大
量
に
海
面
に
浮
か

ぶ
と
い
う
事
件
も
起
き
ま
し
た（
前
掲

『
公
害
に
い
ど
む
』63
～
64
頁
、前
掲

『
新
修
倉
敷
市
史　

第
７
巻　

現
代
』

420
～
423
頁
）。

１
９
７
３（
昭
和
48
）年
、熊
本

水
俣
病
の
発
生
地
か
ら
少
し
離
れ

た
有
明
海
で
も
水
俣
病
と
同
じ
症
状

の
患
者
が
見
つ
か
っ
た
と
報
じ
ら

れ
た
た
め
、環
境
庁（
当
時
）は
、水
島

を
含
む
全
国
９
汚
染
水
域
の
緊
急
調

査
を
実
施
し
ま
し
た（
原
田
正
純『
水

俣
病
は
終
わ
っ
て
い
な
い
』岩
波
新
書
、

１
９
８
５
年
、67
～
84
頁
）。
岡
山
県

で
も
、複
数
の
工
場
か
ら
約
94
ト
ン

の
水
銀
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
り
、水
島
お
よ

1964（昭和39）年7月22日　呼松エピソード。 
抗議のために呼松公民館に集まった住民（ 所蔵：みずしま資料交流館）

福田干拓平面図
（出典：岡山県編『水島のあゆみ』岡山県、1971年、61頁）
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び
周
辺
で
操
業
す
る
工
場
の
従
業
員
の
頭
髪

か
ら
高
濃
度
の
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
り
し
て
、

大
き
な
問
題
と
な
り
ま
し
た（『
山
陽
新
聞
』

１
９
７
３
年
6
月
14
日
付
社
説
）。
呼
松
水
路

も
、県
議
会
で
浚
渫
が
議
論
さ
れ
る
な
ど
、水

銀
汚
染
が
心
配
さ
れ
て
い
た
の
で
す（『
山
陽

新
聞
』１
９
７
３
年
6
月
5
日
付
）。

漁
業
は
窮
地
に
立
た
さ
れ
ま
す
。
１
９
６
０

（
昭
和
35
）年
に
59
戸
あ
っ
た
呼
松
の
漁
家
は
、

１
９
７
１（
昭
和
46
）年
に
は
、半
数
以
下
の
19

戸
ま
で
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た（
地
域
生
活
研
究

会『
水
島
臨
海
工
業
地
帯
に
隣
接
す
る「
地
区

住
民
の
生
活
の
実
態
と
将
来
」に
関
す
る
総
合

的
調
査
報
告
―
―
倉
敷
市

呼
松
・
松
江
・
高
島

地
区
の
事
例
』１
９
７
２
年
、36
頁
）。

当
時
、倉
敷
市
が
社
会
学
者
の
グ
ル
ー
プ
に

委
託
し
て
、呼
松
な
ど
３
地
区
を
対
象
に
実
施

し
た
住
民
意
識
調
査
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

報
告
書
を
読
む
と
、当
時
の
住
民
の
思
い
が
浮
か
び

上
が
っ
て
き
ま
す
。
住
民
か
ら
は「
集
団
移
転
」の

要
求
も
出
て
い
ま
し
た
が
、こ
れ
は
文
字
通
り“

地

区
を
去
る”

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、住
み
続
け

た
い
と
願
う
人
た
ち
を
含
め
、公
害
対
策
を
求
め
る

地
区
住
民
の
意
思
を
集
約
し
、行
政
や
企
業
に
対
し

て
声
を
上
げ
て
い
く
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
公
害
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
な
が
ら
も
、

地
域
の
声
を
ま
と
め
て
い
こ
う
と
す
る
住
民
の
苦

労
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
前
掲『
水
島
臨

海
工
業
地
帯
に
隣
接
す
る「
地
区
住
民
の
生
活
の
実

態
と
将
来
」に
関
す
る
総
合
的
調
査
報
告
』250
～
251

頁
）。な

お
、こ
の
調
査
に
参
加
し
た
中
野
卓
が
、呼
松

の
老
女
の
聞
き
書
き
を
ま
と
め
た『
口
述
の
生
活
史

―
―
或
る
女
の
愛
と
呪
い
の
日
本
近
代
』（
御
茶
の

水
書
房
、１
９
７
７
年
）は
、社
会
学
な
ど
の
研
究
者

の
間
で
よ
く
知
ら
れ
る
古
典
に
な
っ
て
い
ま
す
。

1902～ 03（明治 35 ～ 36）年頃の呼松の風景（絵：中田善博　所蔵：中田市男）

呼松の夜の風景。フレアスタックが描かれている 
（絵：中田善博　所蔵：中田市男）



10111969(昭和44)年5月2日　左に水門とコンビナートが見える	
（写真：安藤弘志　所蔵：倉敷市歴史資料整備室）

1961(昭和36)年1月4日　呼松の風景。	
グリーンベルトはなく、海岸線ギリギリに住居があることがわかる	
（写真：安藤弘志　所蔵：倉敷市歴史資料整備室）

み
ず
し
ま
地
域
カ
フ
ェ
で
、呼
松

住
民
の
方
々
か
ら
お
話
を
聞
き
ま

し
た
。

元
漁
業
者
の
男
性
は「
漁
が
で
き

る
な
ら
も
っ
と
し
た
か
っ
た
。
で

も
漁
師
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
ん

で
、工
場
に
働
き
に
行
っ
た
」と
話

し
ま
す
。
卸
や
加
工
を
営
む
水
産

会
社
は
あ
り
ま
す
が
、呼
松
に
は
も

う
漁
師
が
い
な
い
そ
う
で
す
。

「
昔
は
、春
は
サ
ワ
ラ
、秋
は
マ
ナ

ガ
ツ
オ
が
と
れ
た
。
今
は
釣
り
に

行
っ
て
も
、タ
イ
と
ベ
ラ
し
か
と
れ

な
い
。
昔
は
イ
イ
ダ
コ
が
10
キ
ロ
も

取
れ
た
け
ど
、今
は
１
キ
ロ
も
と
れ

な
い
。
コ
ウ
イ
カ
も
マ
マ
カ
リ
も

と
れ
な
く
な
っ
た
。
燃
料
代
の
方

が
か
か
る
」。

妹
さ
ん
も「
漁
が
で
き
な
く
な
っ

た
代
替
と
し
て
、呼
松
の
南
側
の

干
拓
し
た
土
地
を
も
ら
っ
た
け
ど
、

農
業
の
経
験
が
な
か
っ
た
か
ら
で

き
な
か
っ
た
」と
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。か

つ
て
呼
松
は
、娯
楽
の
中
心

だ
っ
た
そ
う
で
す
。「
昔
は
、郵
便

局
、銀
行
、小
学
校
、派
出
所
、映
画

館
、銭
湯
、ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、パ
チ
ン

コ
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
け
ど
、み

ん
な（
水
島
I

C
に
近
い
北
隣
の
）

広
江
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
」。「
呼

松
は
お
祭
り
が
あ
っ
て
に
ぎ
や
か

だ
っ
た
し
、土
手
か
ら
水
路
に
降
り

て
泳
ぐ
の
も
楽
し
か
っ
た
」と
昔
を

し
の
ぶ
声
が
多
く
聞
か
れ
ま
し
た
。

呼
松
は
山
と
海
岸
の
間
に
は
さ

ま
れ
た
南
北
に
長
い
集
落
で
、細
い

道
が
縦
横
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て

お
り
、自
動
車
が
移
動
手
段
の
中
心

と
な
る
前
に
で
き
た
ま
ち
で
あ
る

こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
自
動
車

に
は
不
便
な
の
で
、若
い
人
た
ち
が

出
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
い
ま
す
。

「
今
は
海
で
泳
げ
な
い
し
、工
場
の

煙
も
臭
い
。
音
も
う
る
さ
く
て
、寝

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
と
の
共
生
と
呼
松
の
未
来
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ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
」「
船
も
真
っ

黒
け
」「
今
も
呼
吸
器
疾
患
の
治
療

を
続
け
て
い
る
よ
」。

そ
れ
で
も「
呼
松
に
住
み
続
け
た

い
」と
い
い
ま
す
。「
呼
松
え
え
よ
。

遠
慮
が
な
い
関
係
。
み
ん
な
親
切
な

ん
よ
」と
笑
い
あ
い
ま
す
。「
安
楽
院
の

ご
詠
歌
を
み
ん
な
が
す
る
し
、ジ
ャ

ガ
イ
モ
も
借
り
あ
う
仲
」だ
そ
う
で

す
。
か
け
が
え
の
な
い
、ふ
る
さ
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
こ
こ
に
あ
り
ま

し
た
。

「
呼
松
エ
ピ
ソ
ー
ド
」に
は
じ

ま
る
水
島
の
公
害
反
対
運
動
は
、

１
９
８
３（
昭
和
58
）年
の
公
害
訴
訟

提
起
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
中
で
１
９
９
５（
平
成
7
）年
に

つ
く
ら
れ
た「
水
島
再
生
プ
ラ
ン
」に

は
、コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
と
共
生
で
き
る

ま
ち
に
し
た
い
と
い
う
願
い
が
描
か

れ
ま
し
た
。

現
在
で
は
企
業
や
行
政
の
姿
勢
も

変
わ
り
、公
害
規
制
も
強
化
さ
れ
て

い
ま
す
。
工
場
の
工
事
や
ト
ラ
ブ
ル

の
際
に
は
、住
民
と
企
業
と
の
話
し

あ
い
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
う
し
た
変
化

は
、地
域
の
運
動
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
今
で
も
事
故
が

絶
え
な
い
な
ど
、課
題
も
多
く
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
、声
を
届

け
る
た
め
の
努
力
は
続
け
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
が
、50
年
前
に
呼
松

の
人
た
ち
が
求
め
た
、住
み
続
け
ら

れ
る
ま
ち
の
将
来
像
は
、少
し
ず
つ

実
現
し
つ
つ
あ
る
の
で
す
。

1972（昭和47）年3月　呼松のまちとコンビナート。王島山が見える。	
左手前は国道430号で、これができたことも、呼松が変化したきっかけとなった	
（写真：安藤弘志　所蔵：倉敷市歴史資料整備室）

1961（昭和36）年1月4日 
左上に安楽院。住宅街の中に丸い屋根の郵便局が見える 

（写真：安藤弘志　所蔵：倉敷市歴史資料整備室）

呼松の昔の写真や資料などをお持ちの方は、ぜひご提供ください。 
（みずしま資料交流館） 
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1961（昭和 36）年 11 月 4 日　生姫島。後鳥羽天皇の皇子、頼仁親王は承久の乱に
より児島に流された。頼仁親王の妃が、この島で王女を生んだので、生姫島と呼
ばれるようになったという。現在は三菱ケミカルの中にある。 

（写真：安藤弘志　所蔵：倉敷市歴史資料整備室）

表紙写真　：呼松のまちと水島コンビナート（写真：橋本正広）
裏表紙写真：「歓の泉」を製造していた旧中田酒造（写真：山口百香）
文　　　　：林美帆（みずしま財団）、除本理史（大阪公立大学）
協力　　　：井上睦美（倉敷医療生活協同組合）、滝野教明
デザイン　：山口百香（Myu	dear,）
発行日　　：2024年1月	
発行　　　：公益財団法人水島地域環境再生財団・みずしま資料交流館（あさがおギャラリー）
　　　　　　〒712-8033	岡山県倉敷市水島東栄町11-12　TEL：086-440-0121
	地球環境基金の助成を受けて作成しました

『水島メモリーズ』が届くみずしま財団の年会費は 3,000 円（個人）
みずしま財団の活動をご支援ください（税控除対象）

ゆうちょ銀行　店番一三九 店（イチサンキユウ店）当座　口座番号００３６７９７

どうぞよろしくお願いいたします

みずしま財団
Webサイト

み
ず
し
ま
財
団
に
つ
い
て

地
域
カ
フ
ェ
に
つ
い
て

み
ず
し
ま
財
団
は
、正
式
名
称
を

「
公
益
財
団
法
人
水
島
地
域
環
境

再
生
財
団
」と
い
い
、2

0

0

0
年
3
月

に
、水
島
地
域
の
環
境
再
生
・
ま
ち

づ
く
り
の
拠
点
と
し
て
設
立
さ
れ
ま

し
た
。

住
民
を
主
体
に
、行
政
・
企
業
な
ど

水
島
地
域
の
様
々
な
関
係
者
と
専
門

家
が
協
働
す
る
拠
点
と
し
て
、よ
り

よ
い
生
活
環
境
を
創
造
す
る
活
動
を

展
開
し
て
い
く
た
め
に
、調
査
活
動

を
は
じ
め
、学
び
の
場
づ
く
り
、人
と

の
つ
な
が
り
づ
く
り
、そ
し
て
公
害
の

経
験
の
継
承
と
公
害
患
者
支
援
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。
２
０
２
２
年

10
月
、ミ
ニ
資
料
館「
み
ず
し
ま
資
料

交
流
館
」を
開
設
し
ま
し
た
。

戦
争
、地
域
開
発
と
公
害
な
ど

「
困
難
な
過
去
」に
も
目
を
向
け

な
が
ら
、水
島
の
歴
史
を
掘
り
起
こ

す
と
と
も
に
、地
域
の
新
し
い
魅
力

を
発
信
す
る
た
め
の
冊
子
で
す
。

み
ず
し
ま
財
団
が
２
０
２
１
年
度

か
ら
取
り
組
ん
で
い
る「
み
ず
し
ま

地
域
カ
フ
ェ
」で
得
ら
れ
た
情
報
を

も
と
に
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域

カ
フ
ェ
は
地
域
の
歴
史
に
つ
い
て
学
び
、

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
な
ど

を
語
り
合
う
場
で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

会員募集
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