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坂本 貴啓 さん
さかもと たかあき

筑波大学大学院 
システム情報工学研究科 博士後期課程 
構造エネルギー工学専攻 在学中

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高
校生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするよう
になり、川に興味を持ちはじめ、川に青春を捧げる。高校
時代にはY N H C（青少年博物学会）、大学時代にはJ O C
（Joint of College）を設立。白川直樹研究室『川と
人』ゼミ所属。河川市民団体の活動が河川環境改善に
対する潜在力をどの程度持っているかについて研究中。

【黒部川流域の地図】
国土地理院基盤地図情報「富山県、新潟県、長野県、岐
阜県」及び、国土交通省国土数値情報「河川データ（平
成 19年）、流域界データ（昭和 52 年）、ダムデータ（平
成 17年）、鉄道データ（平成 26年）」より編集部で作図
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平27情
使、 第 514号）

恐ろしくも美しい魔性の川
黒部川
（富山県）

坂本クンと行く川巡り  第8回  
Go ! Go ! 109水系

川系男子 坂本貴啓さんの

案内で、編集部の面々が

全国の一級河川「109水

系」を巡り、川と人とのかか

わりを探りながら、川の個性

を再発見していく連載です。川名の由来【黒部川】
水源を長野、富山県境に聳える鷲羽岳に発し三十あまり
の川と合流し黒部市、入善町境で富山湾に注ぐ川。
クロベは「クンネベツ」でクンネは暗い、黒の意、ベツ
は川の意。アイヌ語のグルベツ（魔の川）また、黒部奥
山のねずこに由来するという説もある。

109水系
1964年（昭和 39）に制定された新河川法では、分水
界や大河川の本流と支流で行政管轄を分けるのではな
く、中小河川までまとめて治水と利水を統合した水系と
して一貫管理する方針が打ち出された。その内、「国土
保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定し
たもの」（河川法第 4条第 1項）を一級水系と定め、全
国で 109の水系が指定されている。
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魔
性
の
美
し
さ

　

黒
部
川
の
流
域
は
、
迫
力
あ
る
放
水
で

知
ら
れ
る
黒
部
ダ
ム
、
黒
部
川
峡
谷
沿
い

の
宇う

な
づ
き

奈
月
温
泉
、
黒
部
川
扇
状
地
の
湧
水

群
な
ど
が
あ
り
、
観
光
地
と
し
て
も
有
名

で
す
。
あ
る
水す

い
も
ん
が
く
し
ゃ

文
学
者
は
「
黒
部
に
1
週

間
滞
在
し
て
現
地
の
水
を
飲
み
つ
づ
け
る

と
、
体
の
内
側
か
ら
自
身
の
体
が
浄
化
さ

れ
て
い
く
よ
う
な
感
覚
に
な
る
」
と
称
す

る
ほ
ど
で
す
。

　

人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
黒
部
川
は

「
美
の
川
」
と
い
え
ま
す
が
、
私
は
も
う

一
つ
忘
れ
て
は
い
け
な
い
側
面
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。「
魔
性
の
川
」
と
し
て
の

性
質
で
す
。
そ
れ
は
、
黒
部
川
流
域
の
気

象
と
地
形
を
見
る
と
一
目
瞭
然
で
す
。

　

黒
部
川
流
域
は
3 

0 

0 

0
m
級
の
山
々

を
水
源
と
し
、
流
域
の
80
％
が
山
岳
地
帯

を
流
れ
て
い
ま
す
。
上
流
域
で
は
雨
や
雪

が
多
く
、
年
平
均
降
水
量
が
4 

0 

0 

0
㎜

を
超
え
ま
す
。
急
流
河
川
に
豊
富
な
水
が

常
に
流
れ
る
た
め
、
ひ
と
た
び
雨
が
降
れ

ば
山
々
の
土
砂
を
削
り
落
と
し
峡
谷
に
押

 黒部川
 水系番号  ： 38
 都道府県  ： 富山県
 源流  ： 鷲羽岳（2924 ｍ） 
 河口  ： 日本海  
 本川流路延長  ： 85 km 59位／ 109

 支川数  ： 25河川 94位／ 109

 流域面積  ： 682 km2 81位／ 109

 流域耕地面積率  ： 0.2 ％ 109位／ 109

 流域年平均降水量  ： 3997.90 mm 1位／ 109

 基本高水流量  ： 7200 m3/ s 43位／ 109

 河口の基本高水流量  ： 7362 m3/ s 57位／ 109

 流域内人口  ： 1727人 109位／ 109

 流域人口密度 ： 3人 / km2 109位／ 109

（基本高水流量観測地点：愛本〈河口から13.4km地点〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）

写真：欅平駅そばの黒部川。中流域でもこの険
しさである。上流域はまったく人を寄せつけない

し
流
す
剛
力
と
、
下
流
の
扇
状
地
帯
を
い

と
も
簡
単
に
飲
み
こ
む
氾
濫
ぶ
り
を
発
揮

し
ま
す
。

　

こ
れ
こ
そ
が
黒
部
川
の
も
う
一
つ
の
姿

で
す
。
し
か
し
、
人
々
は
魔
性
の
性
質
に

立
ち
向
か
っ
て
き
ま
し
た
。
黒
部
ダ
ム
を

は
じ
め
と
す
る
電
源
開
発
、
扇
状
地
の
流

水
客き

ゃ
く
ど土

、
黒
部
川
の
治
水
の
術
。
ど
れ
を

と
っ
て
も
困
難
を
極
め
た
大
事
業
で
す
。

　

今
回
は
魔
性
の
川
、
黒
部
川
と
人
々
が

ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
か
に
つ
い

て
探
っ
て
い
き
ま
す
。
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峡
谷
に
道
を
通
し
た

想
像
力
と
執
念

　

黒
部
ダ
ム
の
建
設
が
大
事
業
だ
っ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
理

由
を
ご
存
じ
で
す
か
？ 

山
奥
に
ど
う
や

っ
て
大
量
の
資
材
を
運
ん
だ
か
想
像
し
て

く
だ
さ
い
。
実
は
、
ダ
ム
そ
の
も
の
を
つ

く
る
こ
と
と
同
じ
く
ら
い
、
道
を
確
保
す

る
こ
と
は
困
難
で
し
た
。

　

当
初
、
ダ
ム
建
設
に
必
要
な
ア
ク
セ
ス

道
が
い
く
つ
か
使
わ
れ
ま
し
た
。
黒
部
ダ

ム
に
行
く
に
は
長
野
県
側
か
ら
の
大
町
ル

ー
ト
と
富
山
県
側
か
ら
の
立
山
ル
ー
ト
、

そ
し
て
富
山
県
宇
奈
月
か
ら
の
「
黒
部
ル

ー
ト
」
で
す
。
当
初
は
ど
ち
ら
も
ダ
ム
建

設
の
資
材
運
搬
路
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し

た
が
、
立
山
ル
ー
ト
と
大
町
ル
ー
ト
は
現

在
観
光
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

雪
深
い
た
め
冬
場
は
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。
そ

こ
で
、
黒
部
ダ
ム
を
通
年
管
理
す
る
た
め

に
使
わ
れ
る
の
が
「
黒
部
ル
ー
ト
」
で
す
。

通
常
は
工
事
関
係
者
専
用
で
す
が
、
夏
か

ら
秋
に
か
け
て
関
西
電
力
の
主
催
で
「
黒

部
ル
ー
ト
見
学
会
」
が
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

黒
部
ダ
ム
関
連
施
設
を
管
理
す
る
関
西

電
力
北
陸
支
社
の
谷
本
悟
さ
ん
に
、
黒
部

ル
ー
ト
を
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
黒
部
ル
ー
ト
は
黒
部
ダ
ム
か
ら
欅

け
や
き
だ
い
ら

平
ま

で
の
ル
ー
ト
で
、
欅
平
か
ら
は
黒
部
川
に

沿
っ
て
宇
奈
月
ま
で
冬
期
歩
道
が
通
っ
て

い
て
、
管
理
者
が
年
中
利
用
で
き
ま
す
。

こ
の
道
を
通
じ
、
黒
部
峡
谷
沿
い
に
あ
る

各
発
電
所
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
で
す
。
欅

平
ま
で
の
ル
ー
ト
は
、
ダ
ム
の
右
岸
側
の

入
口
か
ら
ト
ン
ネ
ル
で
潜
り
、
専
用
バ
ス
、

イ
ン
ク
ラ
イ
ン
、
上
部
専
用
鉄
道
を
乗
り

継
ぎ
、
欅
平
へ
到
着
し
ま
す
。
皆
さ
ん
、

は
ぐ
れ
ず
に
付
い
て
き
て
く
だ
さ
い
ね
」

　

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
り
、
い
よ
い
よ
出

発
で
す
。 

数
多
く
の
イ
ン
フ
ラ
設
備
が
張

り
巡
ら
さ
れ
、
複
数
に
分
岐
し
た
道
が
広

が
る
様
は
ま
る
で
地
底
都
市
で
す
。

「
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
と
は
貨
物
運
搬
用
の
ケ

（注 1）

『高熱隧道（こうねつずいどう）』は吉村昭の長編小説。
1967年（昭和 42）に刊行された。

1 富山県黒部市の欅平から仙人谷まで黒部川上
流沿いに約 13 km にわたって延びる「水平歩道
（すいへいほどう）」。岩盤をくり抜いた絶壁にある
ため、ひとたび転落すると命にかかわる事故となっ
た　『土木建築工事画報』第 16巻 2号［昭和 15年］表紙

写真「黒部の峻嶮、工事用機運搬」　写真提供：土木学会
土木図書館　2 峡谷の景観維持のために行なわれる
「観光放水」。黒部ダムは河口から約55kmの地
点にある　3 黒部ダムのレストハウスが提供する
「黒部ダムカレー」。アーチ式ダムの特徴をよく表
している。今では長野県大町市のさまざまな店舗
で食べられ、ご当地グルメとなりつつある　4 関西
電力株式会社 北陸支社 コミュニケーション統括
グループの谷本悟さん

5・6・7 SF映画に出てく
るようなフォルムのインクラ
イン。標高差456mを20
分かけてゆっくり下りてい
く。1959年（昭和34）の
竣工。黒部川第四発電所
を建設するための運搬用と
してつくられた　8・9 自然
環境を守るため、すべて地
下式になっている黒部川第
四発電所。水圧鉄管（導
水管）からの水を受けて巨
大な水車を回して発電する

12

3

4

5

6 7

10

98

11

12

10・11 黒部川第四発電所から下流には上部専用鉄道で下りる。最初はひんや
りした地下道だが、熱気がこもる『高熱隧道』も通る　12 欅平からは黒部峡谷
鉄道で地上を行く。峡谷美とともに発電所やダムが楽しめる
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ー
ブ
ル
カ
ー
の
こ
と
。
34
度
の
角
度
の
レ

ー
ル
を
上
り
下
り
し
ま
す
。
こ
の
ト
ン
ネ

ル
の
横
に
は
47
・
2
度
の
角
度
で
、
黒
部

ダ
ム
か
ら
の
水
圧
鉄
管
も
通
っ
て
い
ま

す
」

　

車
体
の
前
面
の
窓
か
ら
下
の
様
子
を
見

る
と
、
ま
る
で
地
下
空
間
に
吸
い
込
ま
れ

て
い
く
よ
う
で
す
。
イ
ン
フ
ラ
好
き
に
は

た
ま
ら
な
い
乗
り
物
。
下
っ
て
い
る
間
、

私
の
心
は
歓
喜
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
し

た
。

　

イ
ン
ク
ラ
イ
ン
を
下
る
と
、
黒
部
川
第

四
発
電
所
が
あ
り
ま
す
。
設
備
の
す
べ
て

が
地
下
空
間
に
あ
る
全
地
下
式
発
電
所
で

す
。
地
下
道
の
み
な
ら
ず
、
突
如
巨
大
な

地
下
迷
宮
が
姿
を
現
し
た
こ
と
で
、
私
の

興
奮
は
最
高
潮
に
達
し
ま
し
た
。

　

谷
本
さ
ん
の
案
内
は
続
き
ま
す
。

「
黒
部
川
第
四
発
電
所
よ
り
先
（
下
流
）

へ
移
動
す
る
に
は
専
用
ト
ロ
ッ
コ
電
車

（
上
部
専
用
鉄
道
）
を
使
い
ま
す
。
小
説
（
注

1
）
に
も
な
っ
た
『
高こ

う
ね
つ
ず
い
ど
う

熱
隧
道
』
と
い
う

火
山
熱
の
あ
る
区
域
を
通
る
の
で
熱
に
強

い
車
体
で
す
。
か
つ
て
隧
道
を
掘
り
進
む

際
、
熱
さ
の
た
め
後
方
か
ら
水
を
か
け
な

が
ら
掘
り
進
め
た
そ
う
で
す
。
大
町
ト
ン

ネ
ル
の
破
砕
帯
の
工
事
で
は
冷
水
が
吹
き

出
し
苦
労
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
熱
さ

に
苦
し
ん
だ
の
で
す
」

　

熱
さ
と
寒
さ
に
苛さ

い
な

ま
れ
な
が
ら
掘
り
進

め
る
の
が
い
か
に
大
変
か
、
ト
ン
ネ
ル
の

各
所
に
先
人
の
苦
労
が
偲
ば
れ
ま
す
。

　

暗
く
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
、
欅
平
ま

で
出
て
き
ま
し
た
。
欅
平
か
ら
は
地
上
で
、

黒
部
川
を
横
目
に
黒
部
峡
谷
鉄
道
で
下
り
、

途
中
に
あ
る
発
電
所
や
ダ
ム
を
多
く
確
認

で
き
ま
し
た
。
宇
奈
月
ま
で
下
っ
た
と
こ

ろ
で
谷
本
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
非
常
に
険
し
い
地
域
で
は
あ
り
ま
す
が
、

大
き
な
水
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
川

で
も
あ
り
、
関
西
の
電
力
の
安
定
供
給
に

重
要
な
川
で
す
。
わ
れ
わ
れ
現
在
の
電
気

事
業
者
は
、
こ
の
先
人
が
つ
く
っ
た
大
切

な
設
備
を
守
っ
て
い
く
こ
と
に
強
い
使
命

感
を
も
っ
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す
」

　

人
を
寄
せ
つ
け
な
か
っ
た
こ
の
険
し
い

峡
谷
を
見
て
、「
こ
こ
か
ら
多
く
の
電
気
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
経
済
発
展
へ
の

未
来
の
希
望
を
描
い
た
想
像
力
と
、「
ど
ん

な
困
難
も
乗
り
越
え
電
源
開
発
を
成
功
さ

せ
る
」
と
峡
谷
に
道
を
通
す
こ
と
を
決
し

て
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
先
人
た
ち
に
、
た

だ
た
だ
敬
意
を
表
す
る
ば
か
り
で
す
。

水
の
力
で
山
土
砂
を
扇
状
地
へ

　

黒
部
ダ
ム
か
ら
黒
部
川
の
峡
谷
沿
い
を

下
っ
て
く
る
と
、
愛
本
地
区
か
ら
急
に
視

界
が
開
け
ま
す
。
黒
部
川
扇
状
地
で
す
。

渓
谷
の
岩
々
を
激
し
い
流
れ
が
削
り
取
り
、

土
砂
を
富
山
湾
ま
で
運
ん
で
い
き
ま
す
。

こ
の
土
砂
が
長
い
時
間
か
け
て
堆
積
し
て

で
き
た
の
が
黒
部
川
扇
状
地
で
す
。
愛
本

地
区
を
要
と
し
て
左
右
60
度
に
開
く
扇
状

地
は
自
然
が
つ
く
り
出
し
た
地
形
美
で
す
。

　

扇
状
地
は
地
下
に
水
を
浸
透
さ
せ
や
す

く
地
下
水
が
豊
富
で
、
自じ

ふ
ん
せ
い

噴
井
が
数
多
く

存
在
し
ま
す
。
一
方
で
地
下
に
浸
透
し
や

す
い
性
質
か
ら
、
水
は
け
が
よ
す
ぎ
て
農

業
に
は
不
適
な
面
も
あ
り
ま
し
た
。

　

黒
部
川
扇
状
地
の
農
業
水
利
に
つ
い
て

黒
部
川
扇
状
地
研
究
所
の
事
務
局
次
長
、

広
田
登
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
黒
部
川
扇
状
地
の
水
田
は
玉た

ま
い
し石

混
じ
り

の
砂
地
の
た
め
、
水
が
浸
透
し
や
す
い
状

態
。
で
す
か
ら
大
量
の
水
を
灌
漑
す
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
険
し
い
渓
谷

か
ら
の
冷
水
で
水
田
の
水
の
温
度
が
上
が

ら
ず
、
稲
は
冷
水
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

そ
こ
で
古
い
扇
状
地
帯
の
山
か
ら
赤
土
を

掘
り
出
し
、
そ
れ
を
水
に
溶
か
し
泥
水
を

つ
く
っ
て
用
水
路
か
ら
水
田
に
流
し
、
地

下
に
水
が
浸
み
込
み
に
く
い
土
壌
を
つ
く

り
ま
し
た
。
こ
の
方
法
を
『
流
水
客
土
』

と
い
い
ま
す
。
こ
れ
で
冷
水
被
害
が
減
り
、

米
の
収
穫
量
が
増
え
ま
し
た
」

　

大
量
の
土
砂
を
、
用
水
路
と
木も

く
ひ樋

を
使

っ
て
扇
状
地
の
広
範
囲
に
移
動
さ
せ
た
壮

大
な
ス
ケ
ー
ル
の
発
想
力
。
扇
状
地
を
穀

倉
地
帯
に
変
え
た
技
術
に
感
動
し
ま
し
た
。

13 扇状地を案内して
くれた黒部川扇状地研
究所 事務局次長の広
田登さん　
14 黒部川右岸の入善
（にゅうぜん）町は伏流
水が豊富。「黒部川扇
状地湧水群」として名
水百選に指定されてい
る（高瀬湧水の庭）

15 どやまらんど明日（あけ
び）キャンプ場付近に残る
「流水客土」の採土跡。黒
部市宇奈月町明日土山（ど
やま）という地名からも赤
土を運び出した歴史が垣
間見える　
16 ハバと呼ばれる古い河
岸段丘から崖下の合口用
水路を越えて水田まで赤
土を運んだ水路跡。ここは
コンクリート製で、合口用
水路の上は木樋で通して
いたそうだ　
写真提供：黒部川扇状地研究所

17 扇状地のなかにも古い
段丘がいくつかある。写真
は下山芸術の森 発電所美
術館の展望塔から見た段
丘と散居村

13

14

1516

17
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急
流
河
川
の
治
水
の
術す

べ

　

黒
部
川
の
降
水
量
と
急
勾
配
は
電
源
開

発
と
い
う
恩
恵
を
も
た
ら
し
ま
す
が
、
洪

水
も
多
く
起
こ
し
ま
し
た
の
で
、
昔
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
治
水
の
術
が
な
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
な
い
時
代
は
丸

太
を
組
ん
だ
「
川
倉
」
や
「
蛇じ

ゃ
か
ご籠

」
と
呼

ば
れ
る
も
の
を
河
道
に
入
れ
、
川
岸
に
水

が
当
た
る
の
を
防
ぐ
努
力
を
行
な
い
ま
し

た
が
、
日
本
屈
指
の
暴
れ
川
を
制
御
す
る

の
は
困
難
で
し
た
。

　

明
治
時
代
に
は
お
雇
い
外
国
人
の
オ
ラ

ン
ダ
人
技
師
、
ヨ
ハ
ニ
ス
・
デ
・
レ
イ
ケ

（
注
2
）
に
よ
り
治
水
事
業
が
行
な
わ
れ
ま

し
た
。 

デ
・
レ
イ
ケ
は
治
水
事
業
に
霞

か
す
み
て
い堤

を
採
用
し
ま
す
。
霞
堤
と
は
急
流
河
川
で

使
わ
れ
る
治
水
の
術
。
こ
ま
切
れ
の
連
続

し
て
い
な
い
堤
防
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
二

重
に
重
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
洪
水
の

際
、
堤
防
の
切
れ
目
か
ら
水
を
上
流
方
向

に
逆
流
さ
せ
、
一
時
的
に
水
を
溜
め
て
勢

い
を
弱
め
、
ま
た
元
の
流
れ
に
戻
す
し
く

み
で
す
。
黒
部
川
の
霞
堤
は
洪
水
の
氾
濫

を
1
カ
所
だ
け
で
処
理
す
る
の
で
は
な
く
、

流
域
全
体
を
考
慮
し
て
機
能
す
る
よ
う
設

置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
以
降
、
黒
部
川
は
県
の
管
理

で
し
た
が
、
1 

9 

3 

4
年
（
昭
和
9
）
7
月

に
大
洪
水
に
な
り
、
多
く
の
被
害
を
受
け

ま
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
黒
部
川

は
国
の
直
轄
河
川
に
な
り
ま
し
た
。
黒
部

川
を
管
理
す
る
国
土
交
通
省 

北
陸
地
方

整
備
局 

黒
部
河
川
事
務
所
の
副
所
長
、

森
田
賢
治
さ
ん
に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
黒
部
川
は
非
常
に
難
し
い
川
で
す
。
川

底
を
掘
り
下
げ
、
さ
ら
に
堤
防
沿
い
に
水

制
（
注
3
）
を
設
け
た
り
し
て
氾
濫
し
な

い
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
努
力

も
む
な
し
く
1 

9 

6 

9
年
（
昭
和
44
）
8
月

の
大
洪
水
に
よ
り
、
橋
が
流
さ
れ
堤
防
も

決
壊
し
大
き
な
被
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

黒
部
川
の
特
徴
は
、
河
床
勾
配
が
と
て
も

急
で
土
砂
流
出
が
多
い
こ
と
。
洪
水
と
土

砂
が
一
緒
に
な
っ
て
流
れ
る
た
め
、
護
岸

や
堤
防
す
ら
削
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
土

砂
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
課
題
で
す
。
一
方

で
土
砂
を
ダ
ム
で
止
め
す
ぎ
る
と
海
岸
侵

食
が
起
き
る
な
ど
の
問
題
も
抱
え
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
当
事
務
所
で
は
河
川
事

業
は
も
と
よ
り
、
砂
防
事
業
、
ダ
ム
事
業
、

海
岸
事
業
に
よ
り
、
洪
水
を
含
め
水
や
土

砂
（
漂ひ

ょ
う
さ砂

）
を
一
元
管
理
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
河
川
事
業
で
は
縦た

て
こ
う工

（
注
4
）
と

呼
ば
れ
る
構
造
物
を
入
れ
、
侵
食
に
強
い

堤
防
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
砂
防
事
業
で

は
、
山
の
土
砂
が
一
気
に
流
れ
込
む
の
を

抑
え
る
た
め
に
各
沢
に
砂
防
堰え

ん
て
い堤

を
建
設

し
て
い
ま
す
。
海
岸
事
業
で
は
、
浜
の
浸

食
や
高
波
に
よ
る
浸
水
を
防
止
す
る
た
め
、

離
岸
堤
な
ど
の
整
備
が
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
宇
奈
月
ダ
ム
で
は
ダ
ム
に
堆

積
し
た
土
砂
を
洪
水
の
終
わ
り
に
流
す

排は
い
さ砂

が
行
な
わ
れ
、
洪
水
調
節
機
能
な
ど

の
維
持
の
ほ
か
、
下
流
河
川
や
海
に
土
砂

供
給
を
行
な
っ
て
い
ま
す
」

　

私
は
全
国
の
河
川
事
務
所
を
訪
ね
た
な

か
で
、
こ
の
よ
う
に
流
域
の
水
や
土
砂
の

管
理
を
熱
心
に
、
一
元
的
に
管
理
し
て
い

る
事
務
所
を
初
め
て
拝
見
し
ま
し
た
。

　

流
域
は
管
轄
ご
と
に
分
断
し
て
管
理
す

る
の
で
は
な
く
、
山
か
ら
海
ま
で
一
体
で

考
え
て
管
理
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
実
感

し
ま
し
た
。

黒
部
川
と
向
き
合
う
子
ど
も
た
ち

　

黒
部
川
扇
状
地
に
広
が
っ
て
い
た
複
数

の
河
道
を
本
川
一
本
に
ま
と
め
、
用
水
路

網
に
整
備
し
直
し
た
こ
と
で
、
機
能
的
な

農
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
用
水
路
は
危
険
が
多
く
、
水
辺
で

遊
ぶ
に
は
不
向
き
で
す
。
水
の
豊
か
な
こ

の
地
域
で
育
つ
子
ど
も
た
ち
に
黒
部
川
の

水
の
恵
み
を
肌
で
感
じ
て
ほ
し
い
。
そ
う

考
え
た
黒
部
市
内
の
小
学
校
の
先
生
た
ち

の
働
き
か
け
で
、
1 

9 

9 

1
年
（
平
成
3
）

に
「
く
ろ
べ
水
の
少
年
団
」
が
発
足
し
ま

し
た
。
会
長
の
吉
崎
嗣
憲
さ
ん
に
活
動
の

き
っ
か
け
を
伺
い
ま
し
た
。

（注 4）縦工

常に水が流れる流路より一段高い堤防
際の寄州（よりす）が急流に削られない
ようにするもの。

（注 3）水制

洪水時の速い水の流れによって堤防が削りとられるのを
防ぐため、堤防から川の中心に向かって延びているコンク
リートの構造物が「水制」。その形状からピストル型、シ
リンダー型、ポスト型などがある。

（注 2）ヨハニス・デ・レイケ

1873年（明治 6）から1903年（明治 36）の 30年間、
2度の帰国のほかは日本に滞在。「淀川の改修」「木曽川
の分流」「大阪港、三国港、三池港等の築港計画」など
数々の業績を上げ、わが国の近代砂防の祖と称されている。

18 宇奈月ダムの排砂（はいさ）路。黒部川は
土砂流出が激しいため、宇奈月ダムはダム機能
の維持および下流の河床低下や海岸侵食への
影響を考慮して、流入した土砂を川の流れを使っ
て積極的に排砂している　19 宇奈月ダム内部
の排砂設備。大人4人でようやく抱えられるほど
の太さ　20 宇奈月ダムの構造について説明す
る国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務
所 宇奈月ダム管理所 ダム課ダム係長の山田和
昭さん　21 国土交通省 北陸地方整備局 黒部
河川事務所の副所長を務める森田賢治さん 1819

20

21
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「
黒
部
川
は
危
険
だ
か
ら
行
く
な
、
と
い

う
こ
と
が
先
行
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
川

離
れ
が
進
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、

黒
部
は
水
が
き
れ
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ

け
が
先
に
立
ち
、
ほ
ん
と
う
は
ど
ん
な
水

な
の
か
考
え
る
機
会
が
な
く
、
子
ど
も
た

ち
も
無
関
心
に
…
…
。
市
内
の
小
学
校
や

中
学
校
の
先
生
方
が
中
心
と
な
り
、
活
動

を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が

あ
り
の
ま
ま
の
黒
部
川
を
感
じ
て
く
れ
る

よ
う
な
指
導
を
心
が
け
て
い
ま
す
」

　

私
も
過
去
に
教
育
実
習
に
行
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
環
境
学
習
に
関
す
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
実
践
す
る
の
が
い
か
に
難
し

い
か
、
身
に
染
み
て
わ
か
り
ま
す
。

　

黒
部
市
吉
田
科
学
館
で
事
務
局
長
を
務

め
る
梶
木
実
さ
ん
に
は
、
活
動
内
容
を
教

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
活
動
は
市
内
の
小
学
校
4
〜
6
年
生
に

呼
び
か
け
ま
す
。
団
旗
や
か
っ
こ
い
い
団

T
シ
ャ
ツ
が
あ
り
、
団
長
も
い
ま
す
。
水

の
少
年
団
の
事
務
局
は
当
館
に
あ
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

ま
す
。
夏
休
み
は
、
海
か
ら
上
流
へ
と
移

動
し
な
が
ら
5
回
ほ
ど
活
動
し
ま
す
。
黒

部
川
そ
の
も
の
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
な
の
で
す
よ
」

　

水
の
少
年
団
と
い
う
か
っ
こ
い
い
名
前

は
子
ど
も
心
を
く
す
ぐ
る
で
し
ょ
う
。
団

旗
、
団
T
シ
ャ
ツ
、
団
長
な
ど
の
演
出
も

あ
り
、
私
も
ち
ょ
っ
と
大
き
な
子
ど
も
と

し
て
入
団
し
た
く
な
り
ま
し
た
。

愛本橋付近の高台から見た黒部川と扇状地。本流
の手前にあるのは主に入善町方面（黒部川右岸）
の扇状地を潤す合口（ごうぐち）用水の取水口

右：くろべ水の少年団の会長を務める吉崎嗣憲さ
ん。発足当時からかかわっている
左：くろべ水の少年団の運営をサポートする黒部
市吉田科学館の事務局長、梶木実さん

くろべ水の少年団の活動風景。子どもたちが黒部川上流で
水生生物を採取している　写真提供：黒部市吉田科学館

　

吉
田
科
学
館
を
拠
点
に
、
下
流
、
中
流

へ
と
川
の
視
点
を
広
げ
、
最
後
に
上
流
を

知
る
と
い
う
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
身
近

な
水
を
流
域
の
視
点
で
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
て
も
工
夫
さ
れ
た
も
の
だ
と
感

じ
ま
し
た
。
水
の
少
年
団
が
ど
ん
ど
ん
育

つ
黒
部
川
の
未
来
は
明
る
そ
う
で
す
。

　

◆　

　

水
が
豊
富
で
き
れ
い
な
黒
部
川
で
す
が
、

時
に
は
私
た
ち
に
自
然
の
恐
ろ
し
さ
を
突

き
つ
け
る
二
面
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

昔
か
ら
美
し
い
女
性
を
「
魔
性
の
女
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
、
黒
部
川
に
も
人
々
を
魅

了
す
る
美
し
さ
と
、
決
し
て
油
断
な
ら
な

い
恐
ろ
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
元
来
、
川
と

は
恩
恵
を
も
た
ら
し
尊
敬
の
念
を
抱
く
対

象
で
あ
る
と
同
時
に
、
畏
敬
の
念
も
感
じ

る
存
在
で
し
た
。
そ
ん
な
川
ら
し
さ
を
黒

部
川
に
感
じ
ま
し
た
。

　
　
（
2 

0 

1    

5
年
7
月
16
〜
17
日
取
材
）


