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柴
を
束
ね
置
い
て

田
の
水
を
得
る

　

大
隅
半
島
を
流
れ
る
一
級
河
川
・
肝き

も

属つ
き
が
わ川

水
系
（
注
1
）
串く

し
ら
が
わ

良
川
下
流
域
に
あ

る
川か
わ
は
ら原

園ぞ
の

井い

堰ぜ
き

は
少
し
変
わ
っ
た
堰
だ
。

下
中
橋
の
下
流
に
位
置
す
る
が
、
橋
の

上
か
ら
見
て
も
ど
こ
に
堰
が
あ
る
の
か

わ
か
ら
な
い
ほ
ど
景
観
に
溶
け
込
ん
で

い
る
。
そ
れ
は
山
か
ら
伐
り
出
し
た
柴

（
燃
料
や
た
い
肥
に
使
う
草
木
）
を
束
ね
て
せ
き

止
め
る
と
い
う
昔
な
が
ら
の
方
法
を
用

い
た
、
小
さ
く
て
素
朴
な
「
柴
井
堰
」

だ
か
ら
だ
。

　

柴
井
堰
で
串
良
川
の
水
位
を
高
め
、

そ
の
す
ぐ
上
流
の
右
岸
か
ら
取
り
入
れ

ら
れ
た
水
は
、
有あ
り
さ
と里

用
水
路
（
延
長

９
・
２
km
）
を
通
り
、
細
山
田
、
有
里
、

岡
崎
、
下し
も
こ
ば
る

小
原
の
四
つ
の
地
区
を
経
て
、

約
３
０
０
ha
の
農
地
を
潤
す
。
９
０
０

も
の
農
家
が
柴
井
堰
か
ら
の
水
を
受
け

て
今
も
米
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
堰
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
江
戸

時
代
初
期
。
３
８
０
年
ほ
ど
前
に
始
ま

っ
た
薩
摩
藩
に
よ
る
新
田
開
発
に
端
を

発
す
る
。
当
初
は
石
堰
だ
っ
た
と
も
、

木
杭
の
基
礎
に
草
木
を
編
み
込
ん
だ
も

の
だ
っ
た
と
も
伝
わ
る
。
１
９
０
２
年

（
明
治
35
）
に
基
礎
は
石
と
な
っ
た
が
台

風
で
し
ば
し
ば
流
さ
れ
た
た
め
、
１
９

５
０
年
（
昭
和
25
）
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

伝統保存か近代化か
　　　　　　　　選択を迫られる「柴井堰」

【農業】

（注1）肝属川水系

流域全体については『水の文化』59号の
連載「Go! Go! 109水系」を参照のこと。

鹿
児
島
県
大
隅
半
島
の
鹿か

の
や屋
市

に
は
、
農
業
用
水
を
と
る
た
め
に

山
野
に
生
え
て
い
る
雑
木
を
用
い

た
「
柴し
ば
い
ぜ
き

井
堰
」
が
残
る
。
そ
の
土

地
で
入
手
で
き
る
草
木
を
使
っ
た

堰
は
各
地
に
あ
っ
た
が
、
今
は
こ

こ
が
日
本
唯
一
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
続
け
る
に
は

課
題
が
多
く
、
柴
井
堰
と
し
て
残

す
の
か
、
そ
れ
と
も
近
代
的
な
堰

に
つ
く
り
替
え
る
の
か
と
い
う
選

択
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
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の
基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
れ
を
補
修

し
な
が
ら
今
も
使
い
つ
づ
け
て
い
る
。

先
輩
の
や
り
方
を

見
よ
う
見
ま
ね
で

　

柴
井
堰
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
日
本

古
来
の
柴
を
使
っ
た
堰
が
、
も
う
こ
こ

に
し
か
残
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。

　

毎
年
３
月
に
な
る
と
、
農
家
の
人
々

が
近
隣
の
山
に
分
け
入
り
、「
マ
テ
バ
シ

イ
」
と
い
う
ブ
ナ
科
の
常
緑
樹
を
伐
っ

て
山
か
ら
下
ろ
し
、
幹
と
枝
葉
に
切
り

分
け
る
。
そ
し
て
芯
と
な
る
幹
を
真
ん

中
に
３
～
４
本
入
れ
、
そ
の
周
囲
を
葉

付
き
の
枝
10
本
ほ
ど
で
包
ん
で
竹
で
縛

り
上
げ
て
束
に
す
る
。
長
さ
が
１
５
０

～
１
７
０
㎝
、
胴
回
り
が
約
50
㎝
。
川

幅
43
ｍ
を
せ
き
止
め
る
た
め
に
、
１
５

０
束
ほ
ど
こ
し
ら
え
る
。
そ
の
束
を
川

の
な
か
に
運
び
込
み
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
の
基
礎
に
這
わ
せ
た
横
木
に
葉
が
多

い
方
を
下
に
し
て
立
て
か
け
る
。
仕
上

げ
は
筵む
し
ろを
上
流
側
に
敷
き
詰
め
る
。

　

こ
の
一
連
の
作
業
「
柴
架
け
」
を
指

揮
し
て
い
る
の
が
、
串
良
町
土
地
改
良

区
の
理
事
長
を
務
め
る
出い
ず
み
ぞ
の

水
園
利
明
さ

ん
。
岡
崎
地
区
で
５
～
６
ha
の
水
田
を

も
つ
農
家
だ
。

「
３
月
25
～
26
日
に
は
田
植
え
が
始
ま

り
ま
す
か
ら
、
３
月
20
日
ま
で
に
柴
を

架
け
な
い
と
ダ
メ
で
す
。
育
苗
も
し
て

伝統保存か近代化か
　　　　　　　　選択を迫られる「柴井堰」

1柴井堰で水位を高め、ここから串良川の水を取
り込む 2柴井堰からの水を下流に送る有里用
水路。串良川右岸の農地３００haを潤している 3
有里地区の水田風景。これは牛の飼料となる稲
発酵粗飼料（イネWCS）

日本古来の柴を使った柴井堰はこの「川原園井堰」
しか残っていない。毎年3月に築き、稲刈りが終わる
９月に半分だけ撤去して、翌年は新たに柴架けをする

細山田

有里

岡崎

下小原

川原園井堰(柴井堰）

有
里
用
水
路

串
良
川

肝属川

1

2

3

伝統保存か近代化か ― 選択を迫られる「柴井堰」 
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い
る
の
で
３
月
は
大
忙
し
で
す
」

　

出
水
園
さ
ん
に
よ
る
と
、
も
っ
と
も

難
し
い
の
は
柴
を
束
ね
る
作
業
。

「
た
だ
長
さ
を
そ
ろ
え
る
だ
け
で
は
不

十
分
で
す
。
水
を
漏
ら
さ
ず
、
水
流
に

も
耐
え
ら
れ
る
強
度
を
も
た
せ
る
に
は
、

束
ね
た
枝
葉
に
隙
間
を
つ
く
ら
な
い
よ

う
に
し
、
束
を
丸
く
、
太
さ
も
均
一
に

す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
枝
葉
の
反
り

具
合
を
見
て
『
こ
っ
ち
に
曲
が
る
は
ず

だ
か
ら
こ
う
束
ね
よ
う
』
と
考
え
な
が

ら
束
ね
て
い
ま
す
」

　

自
生
す
る
マ
テ
バ
シ
イ
の
、
太
さ
も

曲
が
り
も
異
な
る
幹
や
枝
葉
を
瞬
時
に

見
極
め
て
束
ね
る
の
は
、
長
年
の
経
験

と
勘
が
あ
っ
て
こ
そ
。
伐
り
出
す
作
業

は
ほ
か
の
人
で
も
で
き
る
が
、
束
ね
ら

れ
る
の
は
出
水
園
さ
ん
一
人
。

「
先
輩
が
ど
ん
ど
ん
い
な
く
な
っ
た
か

ら
、
私
が
や
る
し
か
な
か
っ
た
」
と
言

う
出
水
園
さ
ん
。
30
代
で
先
輩
か
ら
引

き
継
ぎ
、
今
80
歳
。
40
年
以
上
も
柴
架

け
の
棟
梁
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。

　

出
水
園
さ
ん
と
同
じ
岡
崎
地
区
の
農

家
、
末
吉
芳
美
さ
ん
は
こ
う
証
言
す
る
。

「
以
前
、
私
も
束
ね
方
を
教
わ
っ
た
の

で
す
が
、
定
型
が
な
い
の
で
う
ま
く
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
川
の
な
か
に
柴
を

据
え
る
作
業
も
難
し
い
。
川
底
に
は
凹

凸
が
あ
る
た
め
、
柴
の
高
さ
を
水
平
に

揃
え
る
に
は
微
妙
な
調
整
が
必
要
で
す
。

そ
れ
も
出
水
園
さ
ん
が
指
示
し
ま
す
」

　

伐
り
出
し
は
５
名
、
柴
架
け
の
日
に

は
14
～
15
名
が
加
勢
す
る
が
、
そ
の
中

心
に
は
い
つ
も
出
水
園
さ
ん
が
い
る
。

柴
の
ス
ト
ッ
ク
は

来
年
一
年
分
の
み

　
「
川
原
園
井
堰
の
柴
か
け
」
と
し
て

鹿か
の
や屋

市し

の
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
な
っ

て
い
る
柴
井
堰
。
材
料
と
な
る
マ
テ
バ

シ
イ
は
再
生
可
能
で
あ
り
、
電
力
を
使

わ
な
い
の
で
農
家
の
受
益
者
負
担
金
は

低
く
抑
え
ら
れ
る
う
え
、
日
本
唯
一
の

堰
で
あ
る
。
そ
の
価
値
は
計
り
知
れ
な

い
ほ
ど
で
す
ね
、
と
切
り
出
す
と
、
出

水
園
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。

「
文
化
的
価
値
？ 

そ
ん
な
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
よ
。
木
を
切
っ
て
き
て
束
ね

て
川
の
な
か
に
据
え
る
な
ん
て
、
原
始

時
代
の
人
が
や
る
こ
と
で
す
。
私
は
一

刻
も
早
く
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
固
定
堰

（
注
2
）
に
つ
く
り
替
え
て
ほ
し
い
で
す
」

　

意
外
な
答
え
に
戸
惑
う
が
、
そ
う
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
厳
し
い
現
実
が
あ
る
。

　

問
題
点
は
三
つ
。
マ
テ
バ
シ
イ
が

年
々
入
手
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、

築
70
年
近
く
経
過
し
た
基
礎
が
著
し
く

老
朽
化
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
出
水

園
さ
ん
の
後
継
者
が
い
な
い
こ
と
だ
。

　

九
州
や
沖
縄
な
ど
の
山
野
に
自
生
す

る
マ
テ
バ
シ
イ
は
し
な
や
か
で
強
い
う

え
に
葉
が
落
ち
に
く
い
。
根
さ
え
残
し

て
お
け
ば
20
年
ほ
ど
で
ま
た
使
え
る
大

き
さ
に
生
長
す
る
の
で
、
あ
る
程
度
ま

（注2）固定堰

堰とは河川の流水を制御するために河川を横断して設けら
れるダム以外の施設のこと。ゲートによって水位が調節でき
るものは可動堰、水位が調節できないものは固定堰と呼ぶ。

柴架けの作業風景。山のように積まれているの
は、出水園さんが束ねた柴

まずはコンクリートの基礎にマテバシイの幹を
「横木」として這わせていく

次に柴の束を左岸側から順に架けていく

柴の束は下流から手渡す。作業時間は1時間
ほど

4串良町土地改良区の理事長で、柴井堰を長年支えてき
た出水園利明さん 5岡崎地区の農家、末吉芳美さん 6数
年前、この崖の右上からマテバシイを伐り出した。険しい場
所に自生するので伐り出すのも一苦労 7マテバシイの葉 

最後は筵をかぶせる。川の水が運んでくる泥や
砂、葉などを受け、柴井堰は強度を増していく

（提供：鹿屋市串良総合支所／2016年3月
16日撮影）
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と
ま
っ
て
生
え
て
い
る
場
所
を
探
し
て

は
順
繰
り
に
切
っ
て
い
た
。
し
か
し
林

地
開
発
や
砂
防
関
係
施
設
の
建
設
な
ど

で
生
育
で
き
る
土
地
が
減
っ
て
い
る
。

　

末
吉
さ
ん
は
「
こ
の
あ
た
り
は
薪
風

呂
だ
っ
た
の
で
、
マ
テ
バ
シ
イ
は
い
い

燃
料
で
し
た
。
戦
後
は
杉
が
植
え
ら
れ
、

薪
も
ガ
ス
に
置
き
換
わ
っ
た
。
そ
う
い

う
時
代
の
流
れ
も
あ
り
ま
す
」
と
話
す
。

　

出
水
園
さ
ん
は
「
毎
年
１
０
０
本
く

ら
い
切
ら
な
い
と
足
り
な
い
。
し
か
も

若
木
が
い
い
」
と
言
う
。
農
作
業
の
合

間
を
縫
っ
て
準
備
す
る
の
で
、
マ
テ
バ

シ
イ
は
で
き
れ
ば
自
宅
の
そ
ば
で
入
手

し
た
い
。
出
水
園
さ
ん
は
暇
を
見
つ
け

て
は
山
に
入
っ
て
い
る
が
、
来
年
一
年

分
の
ス
ト
ッ
ク
し
か
な
い
そ
う
だ
。

　

後
継
者
問
題
も
深
刻
だ
。
束
ね
る
作

業
に
は
２
名
弟
子
入
り
し
た
も
の
の
、

指
揮
を
と
る
人
は
い
な
い
。

「
マ
テ
バ
シ
イ
が
な
く
な
る
の
が
先
か
、

私
が
作
業
で
き
な
く
な
る
の
が
先
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
手
を
打
た
な
け
れ
ば
」

と
出
水
園
さ
ん
は
語
る
。

地
域
で
考
え
る

「
第
三
の
道
」

　

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
地
域
の

人
た
ち
が
た
だ
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
２
０
１
７
年
８
月
、

「
川
原
園
井
堰
を
考
え
る
会
」（
以
下
、
考

え
る
会
）
が
発
足
し
た
。
こ
れ
は
串
良
町

文
化
協
会
、
各
地
区
の
代
表
者
、
串
良

町
土
地
改
良
区
、
地
元
町
内
会
、
農
業

用
水
受
益
者
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
者
12
名

で
構
成
さ
れ
、
事
務
局
は
鹿
屋
市
串
良

総
合
支
所
産
業
建
設
課
が
務
め
る
。

　

産
業
建
設
課
の
課
長
で
あ
る
大
村
勝

美
さ
ん
は
「
柴
井
堰
を
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
第
三
の
道
は
な
い
の
か
を
検

討
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の

方
々
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」

と
語
る
。
出
水
園
さ
ん
と
末
吉
さ
ん
も

メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
。

　

考
え
る
会
の
会
長
、
泊 

義
秋
さ
ん

は
、
自
身
が
経
営
す
る
会
社
で
串
良
川

の
河
川
管
理
に
関
す
る
事
業
を
国
土
交

通
省
か
ら
受
託
、
12
年
間
ず
っ
と
串
良

川
を
見
て
回
っ
て
い
る
人
物
だ
。

「
端
的
に
言
え
ば
柴
井
堰
は
時
代
に
は

そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
撤
去

す
る
の
は
簡
単
で
す
が
、
一
度
失
え
ば

元
に
戻
せ
な
い
。『
日
本
唯
一
の
柴
架
け

の
堰
』
を
守
る
か
、
そ
れ
と
も
近
代
化

す
る
の
か
。
考
え
ど
こ
ろ
で
し
ょ
う
」

　

最
終
的
に
は
串
良
町
土
地
改
良
区
の

判
断
と
な
る
が
、
意
見
を
出
し
合
っ
て
、

よ
り
よ
い
方
向
性
を
模
索
す
る
場
が
考

え
る
会
だ
。
マ
テ
バ
シ
イ
を
鹿
屋
市
域

の
外
で
探
す
、
市
有
林
や
休
耕
地
に
植

林
し
て
15
～
20
年
ご
と
に
伐
り
出
す
と

い
っ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
が
浮
か
ん
で
い
る
。

「
柴
井
堰
を
半
分
、
も
し
く
は
３
分
の

１
残
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
案
も
出
て

い
ま
す
」
と
大
村
さ
ん
は
言
う
。

　

泊
さ
ん
は
「
個
人
的
な
意
見
で
す

が
」
と
前
置
き
し
て
こ
う
語
っ
た
。

「
後
継
者
問
題
は
事
業
承
継
と
似
て
い

ま
す
ね
。
思
い
き
っ
て
若
手
に
任
せ
る

と
、
出
水
園
さ
ん
の
跡
を
継
ぐ
人
が
現

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
っ
と
も
大
事
な

の
は
今
後
の
方
針
だ
。
仮
に
固
定
堰
に

切
り
替
え
る
と
し
て
も
、
事
業
計
画
を

固
め
て
鹿
屋
市
が
県
、
国
へ
申
請
し
て

予
算
が
確
定
し
て
か
ら
測
量
を
始
め
て

…
…
と
考
え
る
と
、
最
低
で
も
あ
と
４

～
５
年
は
柴
井
堰
で
や
る
し
か
な
い
。

　

取
材
後
、
マ
テ
バ
シ
イ
を
伐
り
出
し

た
現
場
を
出
水
園
さ
ん
に
案
内
し
て
い

た
だ
い
た
。
何
カ
所
も
回
る
な
か
、
出

水
園
さ
ん
は
伐
採
し
た
と
き
の
苦
労
話

を
に
こ
や
か
に
語
る
。
先
ほ
ど
の
「
も

う
柴
井
堰
は
や
め
た
い
。
コ
ン
ク
リ
堰

に
し
て
く
れ
」
と
い
う
言
葉
と
は
裏
腹

に
、
そ
の
横
顔
か
ら
は
柴
井
堰
を
守
り

つ
づ
け
て
き
た
誇
り
と
柴
架
け
へ
の
愛

着
を
感
じ
た
。

　

難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
る
柴
井
堰
。

近
ご
ろ
は
そ
の
水
を
利
用
し
て
い
る
農

家
で
さ
え
、
柴
井
堰
の
存
在
を
知
ら
な

い
人
が
増
え
て
い
る
と
聞
く
。
今
は
た

だ
、
地
域
の
人
た
ち
が
納
得
す
る
よ
う

な
判
断
を
待
ち
た
い
。

（
２
０
１
８
年
８
月
20
～
21
日
取
材
）

伝統保存か近代化か ― 選択を迫られる「柴井堰」 

【農業】

8川原園井堰を考える会の会長を務める泊 義秋さん 9鹿
屋市串良総合支所産業建設課の課長、大村勝美さん 
�約70年前に築かれたコンクリート製の基礎。水の力で穴
が空くなど劣化が進む 7
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