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日
本
一
小
さ
な
流
域
が

意
味
す
る
こ
と

　

１
０
９
水
系
の
な
か
で
最
小
の
流
域

面
積
の
川
は
ど
こ
に
あ
る
か
ご
存
じ
で

す
か
？ 

香
川
県
丸
亀
平
野
を
流
れ
て

い
る
土ど

器き

川が
わ

で
す
。
流
域
面
積
を
改
め

て
確
認
す
る
と
、「
集
水
域
」
と
い
う
雨

を
集
め
て
く
る
エ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
集
水
域
が
小
さ
い
と
い

う
こ
と
は
当
然
川
に
流
れ
込
む
水
量
も

少
な
く
な
り
、
川
そ
の
も
の
も
普
段
は

ほ
と
ん
ど
水
が
な
い
こ
と
が
想
像
さ
れ

ま
す
。
た
だ
で
さ
え
流
域
面
積
が
小
さ

く
水
の
少
な
く
な
り
が
ち
な
川
で
す
が
、

さ
ら
に
大
変
な
こ
と
に
、
温
暖
で
雨
の

少
な
い
こ
の
川
は
瀬
戸
内
気
候
で
あ
り
、

こ
の
地
域
は
年
平
均
降
水
量
１
０
０
０

㎜
と
雨
水
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
小
さ
な
流
域
、
気
候
な
ど
の
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坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内
で
、

編
集
部
の
面
々
が
全
国
の
一
級
河
川

「
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9
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
。
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水
事
情
を
受
け
止
め
な
が
ら
、
人
々
は

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
豊

か
に
生
活
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
水
を

得
る
た
め
の
人
々
の
工
夫
と
努
力
に
着

目
し
な
が
ら
、
日
本
一
小
さ
な
一
級
河

川
を
巡
っ
て
み
ま
し
た
。

ジ
ャ
ン
プ
し
て
渡
れ
る
ほ
ど

水
量
の
少
な
い
川

　

流
域
面
積
が
小
さ
い
土
器
川
が
ど
う

い
う
特
徴
の
川
か
、
香
川
河
川
国
道
事

務
所
の
中
岡
昭
浩
さ
ん
、
岡
村
政
彦
さ

ん
、
造ぞ
う

田だ

康
盛
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。

「
土
器
川
は
流
域
が
小
さ
い
た
め
、
台

風
な
ど
で
大
雨
が
降
る
と
一
気
に
増
水

し
ま
す
。
そ
の
半
面
、
普
段
は
と
に
か

く
水
が
少
な
く
、
水
不
足
に
よ
る
被
害

に
も
悩
ま
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
生
活
や

農
業
な
ど
の
水
を
確
保
す
る
た
め
、
土

器
川
の
水
以
外
に
上
流
か
ら
平
野
部
ま

で
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
溜
池
の
水

も
使
っ
て
い
ま
す
」

　

実
際
、
土
器
川
周
辺
の
丸
亀
平
野
の

航
空
写
真
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、
川
の

左
右
の
あ
ち
こ
ち
に
溜
池
が
あ
り
ま
す
。

川
の
水
に
頼
れ
な
い
分
、
い
か
に
降
っ

た
雨
を
海
に
流
さ
ず
、
溜
め
込
も
う
と

し
て
い
る
か
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

「
土
器
川
渡
る
の
に
ボ
ー
ト
は
い
ら
ん
。

長
靴
が
あ
れ
ば
い
い
と
言
わ
れ
て
い
て
、

雨
の
降
ら
な
い
期
間
が
続
く
と
水
の
流

れ
が
途
絶
え
る
瀬
切
れ
が
起
き
て
い
ま

 土器川
 水系番号  ： 84
 都道府県  ： 香川県
 源流  ： 竜王山（1059 ｍ） 
 河口  ： 瀬戸内海  
 本川流路延長  ： 33 km 105位／109
 支川数  ： 11河川 108位／109
 流域面積  ： 127 km2 109位／109
 流域耕地面積率  ： 12.6 ％ 37位／109
 流域年平均降水量  ： 1032.5 mm 104位／109
 基本高水流量  ： 1700 m3/ s 99位／109
 河口の基本高水流量  ： 2224 m3/ s 100位／109
 流域内人口  ： 3万8597人 90位／109
 流域人口密度 ： 304人 / km2 28位／109
（基本高水流量観測地点：祓川橋〈河口から13.2km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）　流域内人口は、 国土交通省「一級水系にお
ける流域等の面積、総人口、一般資産額等について（流域）」を参照

【土器川流域の地図】国土交通省国土数値情報「河川データ（平成20年）、
流域界データ（昭和52 年）、海岸線データ（平成18年）、鉄道データ（平
成30年）、高速道路データ（平成30年）」より編集部で作図

1 0 9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。

水量が豊富とはいえないもの
の讃岐平野を潤す貴重な河川
「土器川」。後ろにそびえるの
は讃岐富士という別名をもつ
飯野山（標高422m）

坂本 貴啓 
さかもと  たかあき

国立研究開発法人 土木研究所 
水環境研究グループ
自然共生研究センター 専門研究員

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、川に興味をもちはじめ、川に青春
を捧げる。全国の河川市民団体に関する研究や川を活かしたまちづくりの調
査研究活動を行なっている。筑波大学大学院システム情報工学研究科修了。
白川直樹研究室『川と人』ゼミ出身。博士（工学）。2017年4月から現職。

川名の由来【土器川】
上流は琴南町の山地に発し、
下流は津野郷の一部で古くか
ら土器をつくるものが住んでい
たことから。
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す
」

　

実
際
に
土
器
川
に
行
く
と
、
た
し
か

に
ジ
ャ
ン
プ
す
る
と
渡
れ
る
と
こ
ろ
が

多
く
あ
り
ま
す
。
流
量
の
少
な
さ
を
体

感
で
き
、
流
域
の
小
さ
さ
を
直
感
的
に

も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

県
内
で
は
稀
有
な

川
遊
び
渓
流

　

香
川
県
の
川
は
短
い
川
ば
か
り
で
、

源
流
か
ら
約
30
㎞
以
内
で
海
ま
で
注
ぎ

ま
す
。
そ
の
た
め
、
上
流
域
に
渓
谷
の

よ
う
な
風
景
が
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
な
か
、
香
川
県
で
貴
重
な
渓
谷

の
風
景
が
見
ら
れ
る
上
流
域
を
も
っ
て

い
る
の
が
土
器
川
で
す
。
こ
の
渓
流
を

活
か
し
て
香
川
県
の
子
ど
も
た
ち
に
河

川
体
験
を
提
供
で
き
な
い
か
と
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
一
般

社
団
法
人
か
が
わ
ガ
イ
ド
協
会
の
谷
光み
つ

承よ
し

さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

実
は
谷
さ
ん
、
私
が
高
校
生
の
こ
ろ

か
ら
の
「
川
仲
間
」
で
、
谷
さ
ん
が
熊

本
の
大
学
に
通
っ
て
い
た
こ
ろ
か
ら
熊

本
市
内
を
流
れ
る
白
川
で
河
川
体
験
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
社
会
人

に
な
っ
て
か
ら
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
白
川
流

域
リ
バ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
事
務
局
と

し
て
、
河
川
教
育
や
流
域
連
携
に
携
わ

っ
て
き
た
人
で
す
。

「
川
は
、
豊
か
な
感
性
を
育
て
て
く
れ

る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
身
は
自
分
で

守
る
と
い
う
意
識
や
技
術
も
培
う
こ
と

が
で
き
ま
す
」

　

谷
さ
ん
は
、「
熊
本
は
い
ろ
い
ろ
な
河

川
体
験
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所

が
た
く
さ
ん
あ
り
、
カ
ヌ
ー
、
ラ
フ
テ

ィ
ン
グ
、
沢
登
り
、
川
の
安
全
講
習
な

ど
の
メ
ニ
ュ
ー
が
行
な
え
た
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
地
元
香
川
県
に
戻
っ
て
き
た

ら
川
の
流
れ
を
使
っ
て
遊
べ
る
場
所
が

乏
し
い
こ
と
に
気
づ
い
た
」
そ
う
で
す
。

そ
ん
な
谷
さ
ん
が
、
河
川
体
験
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
開
発
で
き
そ
う
な
場
所
と
し
て

目
を
つ
け
た
の
が
、
土
器
川
上
流
域

（
支
流
の
明
神
川
）
の
美み

霞か

洞ど

渓
谷
で
し
た
。

「
水
質
が
よ
く
、
小
さ
な
滝
や
淵
が
連

続
し
て
い
る
場
所
が
あ
る
た
め
、
水
に

浸
か
り
な
が
ら
川
遊
び
体
験
が
で
き
る

ス
ポ
ッ
ト
だ
と
思
い
、
調
査
を
は
じ
め

ま
し
た
」

　

実
際
に
美
霞
洞
渓
谷
に
行
く
と
、
小

さ
い
な
が
ら
も
谷
深
い
立
派
な
渓
谷
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
景
勝
地
と
し
て
み
る

と
、
雄
淵
、
雌
淵
と
呼
ば
れ
る
淵
が
あ

り
、
神
社
が
岩
陰
に
鎮
座
し
て
い
る
風

景
は
神
々
し
さ
す
ら
感
じ
ま
す
。

　

香
川
県
で
は
稀
有
な
渓
谷
で
香
川
の

子
ど
も
た
ち
に
も
ぜ
ひ
川
を
身
近
に
体

感
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

水
を
溜
め
る
苦
労
、

水
を
流
す
喜
び

　

土
器
川
は
渓
流
域
を
少
し
下
る
と
、

1讃岐平野を上空から見る。限られた水を余すところなく使うため溜池がひしめいてい
るのがよくわかる出典：国土地理院撮影の空中写真「善通寺市」（2009年撮影）　2丸亀市の
溜池「宮池」と飯野山（讃岐富士）。讃岐平野の溜池の多くは、農閑期になると水質
を維持するために水を抜いて泥を乾かす　3土器川について説明する国土交通省
香川河川国道事務所の岡村政彦さん（右）、中岡昭浩さん（中）、造田康盛さん（左）
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干
ば
つ
に
な
る
と
節
水
は
ど
う

し
て
も
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
ん

の
う
池
コ
イ
ネ
ッ
ト
副
会
長
の
亀

井
幸
彦
さ
ん
は
、
讃
岐
平
野
の
田

に
お
け
る
伝
統
的
な
節
水
方
法
を

二
つ
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
一
つ
め
は
「
線せ
ん

香こ
う

水み
ず

」。
そ
れ

ぞ
れ
の
田
に
公
平
に
水
を
配
る
た

め
に
線
香
を
用
い
る
こ
と
か
ら
こ

う
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
拍
子
木
の

音
を
合
図
に
線
香
に
火
を
点
け
、

同
時
に
一
番
目
の
田
に
水
を
送
る
。

そ
し
て
線
香
が
燃
え
尽
き
る
と
番

人
が
太
鼓
で
合
図
し
て
次
の
線
香

に
火
を
点
け
、
二
番
目
の
田
に
水

を
配
る
。
そ
れ
を
繰
り
返
す
の
で

す
。

　
二
つ
め
は
「
土ど

瓶び
ん

水み
ず
」。
田
に

入
れ
る
水
さ
え
な
い
よ
う
な
干
ば

つ
時
は
、
や
か
ん
の
水
を
稲
の
根

元
に
少
し
ず
つ
か
け
て
い
き
ま
す
。

こ
う
す
る
こ
と
で
稲
は
大
き
く
は

な
り
ま
せ
ん
が
、
枯
れ
る
こ
と
は

免
れ
ま
す
。
そ
し
て
雨
が
降
る
の

を
待
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か

し
１
９
３
９
年
（
昭
和
14
）
の
干
ば

つ
時
に
は
、
県
の
指
導
も
あ
っ
て

土
瓶
水
を
繰
り
返
し
た
も
の
の
、

収
穫
は
皆
無
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

編
集
部
の
目
―
―
田
に
水
を
配
る
古
来
の
知
恵
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水
を
分
か
つ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
分

流
さ
れ
た
土
器
川
の
水
は
人
工
的
に
つ

く
ら
れ
た
水
路
を
通
っ
て
、
流
域
外
の

金か
な

倉く
ら

川が
わ

を
水
源
と
す
る
大
き
な
溜
池
に

導
水
さ
れ
ま
す
。
こ
の
溜
池
こ
そ
が
日

本
最
大
級
の
灌
漑
用
溜
池
の
満ま
ん

濃の
う

池い
け

で

す
。
金
倉
川
の
水
だ
け
で
は
貯
水
量
が

心
許
な
い
け
れ
ど
も
、
土
器
川
も
合
わ

せ
た
い
く
つ
か
の
川
の
水
を
一
緒
に
溜

め
て
お
く
こ
と
で
、
大
き
な
ス
ト
ッ
ク

を
つ
く
っ
て
お
け
る
。
こ
れ
も
小
さ
な

流
域
な
ら
で
は
の
事
情
と
い
え
そ
う
で

す
。

　

こ
の
満
濃
池
、
今
か
ら
約
１
３
０
０

年
前
に
つ
く
ら
れ
、
古
く
か
ら
重
要
な

水
が
め
と
し
て
、
こ
の
地
で
使
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
長
い
歴
史
の
な

か
で
何
度
も
決
壊
し
て
き
ま
し
た
。
時

に
は
４
０
０
年
間
修
復
が
な
さ
れ
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
何
度

も
修
復
さ
れ
こ
の
地
を
潤
し
て
き
た
満

濃
池
の
歴
史
を
、
ま
ん
の
う
池
コ
イ
ネ

ッ
ト
の
亀
井
幸
彦
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。

「
修
復
に
は
人
手
が
必
要
で
す
か
ら
、

気
運
の
高
ま
り
を
い
か
に
つ
く
り
出
す

か
が
重
要
で
し
た
。
８
２
１
年
（
弘
仁
12
）

の
決
壊
の
際
に
は
、
地
元
出
身
の
空
海

さ
ん
に
帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
朝
廷
に

お
願
い
し
、
帰
っ
て
き
て
も
ら
う
よ
う

に
し
ま
し
た
。
空
海
さ
ん
は
地
元
に
と

っ
て
英
雄
な
の
で
人
が
み
る
み
る
集
ま

り
、
わ
ず
か
２
カ
月
で
改
築
工
事
を
完

了
さ
せ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　

壊
れ
て
は
ま
た
積
み
上
げ
、
水
を
溜

め
る
こ
と
を
繰
り
返
し
行
な
っ
て
き
た

こ
の
堤
の
上
に
立
つ
と
、
１
３
０
０
年

の
歴
史
の
重
み
す
ら
感
じ
ま
す
。

　

ま
た
、
伝
統
的
に
続
い
て
き
た
満
濃

池
の
季
節
行
事
に
つ
い
て
、
ま
ん
の
う

町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
の
加
納
裕

4一般社団法人かがわガイ
ド協会の事務局を務める谷
光承さん。坂本さんがまだ高
校生だったころから交流があ
る　5谷さんが河川体験プ
ログラムを開発している土器
川上流域。香川県では珍し
い渓流での遊びに子どもの
顔もほころぶ 撮影：谷光承さん

6満濃池の文化と歴史を教えてくれたまんのう池コイ
ネット副会長の亀井幸彦さん（右）とまんのう町教育委
員会生涯学習課の加納裕之さん（左）　7満濃池の
「ゆる抜き」を見るために押し寄せた人たち（右／かりん
会館蔵）と現在の満濃池樋門（左）　8日本最大級
の溜池「満濃池」。洪水や地震で何度も崩れたが、そ
のたびに先人たちが修復してきた

6

5

4

7

8



　
土
器
川
の
河
口
付
近
に
は
丸

亀
藩
の
本
城
だ
っ
た
丸
亀
城
。

そ
の
北
方
に
湊
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
痕
跡
は
江
戸
講
中
燈
籠

な
ど
が
建
つ
船
溜
ま
り
「
新し
ん

堀ぼ
り

湛た
ん

甫ぽ

」
に
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
こ
の
湊
、
実
は
「
こ
ん
ぴ
ら

さ
ん
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て

い
る
金
刀
比
羅
宮
（
金
毘
羅
大
権

現
）
の
参
詣
客
が
上
陸
す
る
地

で
、
門
前
湊
と
し
て
大
い
に
栄

え
ま
し
た
。
金
刀
比
羅
宮
は
海

の
神
様
で
あ
り
、
五
穀
豊
穰
、

大
漁
祈
願
、商
売
繁
盛
な
ど
幅

広
い
神
様
と
し
て
津
々
浦
々
か

ら
信
仰
を
集
め
て
い
た
の
で
す
。

　
金
刀
比
羅
宮
に
は
湊
か
ら
向

か
う
ほ
か
に
、
高
松
方
面
か
ら

土
器
川
を
渡
る
ル
ー
ト
も
あ
り

ま
し
た
。
参
拝
前
に
身
を
清
め

る
た
め
土
器
川
の
水
で
禊
を
し

た
こ
と
か
ら
、
土
器
川
は
「
祓
は
ら
い

川が
わ

」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

祓
川
橋
と
い
う
名
の
橋
が
そ
の

記
憶
を
今
に
留
め
て
い
ま
す
。

コ
ラ
ム
―
―「
こ
ん
ぴ
ら
さ
ん
」
と
土
器
川
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之
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
満
濃
池
に
満
々
と
溜
ま
っ
た
水
は
田

植
え
の
際
に
大
活
躍
し
ま
す
。
溜
め
込

ん
だ
満
濃
池
の
水
を
讃
岐
平
野
一
帯
に

配
り
は
じ
め
る
日
の
行
事
が
『
満
濃
池

の
ゆ
る
抜
き
』
で
す
。
こ
の
ゆ
る
抜
き

の
日
は
香
川
県
内
の
夕
方
の
ニ
ュ
ー
ス

の
ト
ッ
プ
で
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
香
川

の
人
に
と
っ
て
は
大
切
な
も
の
で
す
」

「
ゆ
る
」
と
は
、
溜
池
の
栓
の
こ
と
で
、

こ
れ
を
抜
く
と
堤
の
な
か
を
水
が
抜
け
、

樋
管
か
ら
水
が
轟ご
う
ご
う轟

と
流
れ
出
し
ま
す
。

こ
の
ゆ
る
抜
き
の
音
は
「
日
本
の
音
風

景
１
０
０
選
」（
注
）
に
も
選
ば
れ
て
い
る

そ
う
で
、
地
域
の
風
物
詩
と
し
て
大
事

に
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
音
が
聞
こ
え

る
風
景
こ
そ
が
、
讃
岐
平
野
が
潤
さ
れ

て
い
く
証
で
あ
り
、
人
々
の
生
活
を
今

年
も
豊
か
に
し
て
く
れ
る
大
切
な
も
の

な
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

実
際
、
昔
の
ゆ
る
抜
き
の
写
真
を
見

せ
て
も
ら
う
と
堤
の
上
や
堤
の
下
流
に

は
ぎ
っ
し
り
人
が
い
て
、
ゆ
る
抜
き
に

よ
り
流
れ
出
て
く
る
水
を
見
に
来
て
い

る
人
が
た
く
さ
ん
写
っ
て
い
ま
す
。
最

近
の
ゆ
る
抜
き
の
写
真
も
同
じ
よ
う
に

賑
や
か
で
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
ゆ

る
抜
き
に
対
す
る
喜
び
が
満
濃
池
に
あ

り
ま
す
。
満
濃
池
に
水
を
溜
め
、
流
域

外
の
満
濃
池
か
ら
水
を
流
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
間
接
的
に
土
器
川
流
域
の
水
を

満
た
し
て
い
る
す
ご
い
地
域
で
す
。

山
を
隔
て
た
吉
野
川
の

水
を
分
け
て
も
ら
う

　

大
き
な
満
濃
池
や
数
多
く
の
溜
池
に

よ
っ
て
な
ん
と
か
水
資
源
を
自
活
し
よ

う
と
し
て
き
た
香
川
県
で
す
が
、
土
器

川
の
よ
う
な
小
さ
な
流
域
で
は
、
今
日

の
水
資
源
需
要
の
高
ま
り
に
応
え
る
の

に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
需
要
に

応
え
る
べ
く
地
域
が
と
っ
た
選
択
は

「
吉
野
川
の
水
を
分
け
て
も
ら
う
」こ

と
で
し
た
。
高
知
県
と
徳
島
県
を
流
れ

る
吉
野
川
か
ら
導
水
さ
れ
る
香
川
用
水

で
す
。
香
川
用
水
に
つ
い
て
水
資
源
機

構
香
川
用
水
管
理
所
の
中
島
洋
介
さ
ん
、

四
宮
弘
智
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
香
川
か
ら
阿あ

讃さ
ん

（
讃
岐
）
山
脈
を
越
え

る
と
吉
野
川
が
貫
流
す
る
徳
島
県
で
す

が
、
こ
の
二
つ
の
地
域
は
雨
の
降
り
方

が
大
き
く
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
す
。
吉
野

川
の
方
は
年
間
３
０
０
０
㎜
近
く
降
る

の
に
、
山
を
隔
て
て
香
川
県
の
方
は
１

０
０
０
㎜
程
度
し
か
降
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
吉
野
川
か
ら
山
を
貫
通
し
て

導
水
ト
ン
ネ
ル
を
つ
く
り
、
香
川
を
横

断
す
る
か
た
ち
で
水
を
配
る
香
川
用
水

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
」

　

こ
れ
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
香
川

の
水
事
情
は
大
き
く
改
善
し
ま
し
た
。

川
の
水
量
が
も
と
も
と
少
な
い
土
器
川

が
水
を
平
野
の
隅
々
ま
で
配
り
届
け
る

こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
香
川
用
水
と

い
う
新
た
な
用
水
を
活
用
し
て
、
流
域

9吉野川の水がトンネルを通って
香川県側に初めて現れる香川用
水の「東西分水工」。雨の少ない
香川県を支える重要な水はここか
ら配水される　10香川用水の重
要性について語る水資源機構香
川用水管理所の中島洋介さん
（右）と四宮弘智さん（左）

9

10

新堀湛甫

祓川橋

（注）日本の音風景100選
各地に残る音風景を守るため、1996年（平成
8）に環境省（当時は環境庁）が選定したもの。



　

香
川
県
、
特
に
土
器
川
が

流
れ
る
讃
岐
平
野
は
少
雨
で
す
。

人
々
が
い
か
に
雨
を
欲
し
て
い

た
か
を
表
す
の
が
、
今
も
伝
わ

る
雨
乞
い
の
踊
り
で
す
。

　

８
８
８
年
（
仁
和
４
）、
讃
岐

の
国
司
だ
っ
た
菅
原
道
真
は
日

照
り
で
苦
し
む
民
を
救
う
た
め

雨
乞
い
を
し
ま
し
た
。
す
る
と

雨
が
降
り
つ
づ
き
、
喜
ん
だ

人
々
が
踊
っ
た
こ
と
が
「
滝
た
き
の
み
や宮

の
念
仏
踊
」
の
起
源
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
も
毎
年
８
月
25

日
に
念
仏
踊
を
奉
納
し
て
い
ま

す
が
、
干
ば
つ
の
と
き
に
は
特

別
に
雨
乞
い
の
念
仏
踊
を
奉
納

し
ま
す
。

　

綾
川
町
教
育
委
員
会
生
涯

学
習
課
の
三
好
勇
太
さ
ん
に
よ

る
と
、
雨
乞
い
の
念
仏
踊
の
と

き
は
、
笠
に
垂
れ
下
が
っ
た
房

（
シ
デ
）
が
金
色
で
は
な
く
水
色

に
な
り
、
団
扇
に
も
「
雨
」
や

「
水
」
な
ど
の
文
字
が
記
さ
れ

る
そ
う
で
す
。

　
平
成
時
代
に
限
っ
て
も
平
成

６
年
（
１
９
９
４
）、
平
成
17
年

（
２
０
０
５
）、
平
成
20
年
（
２
０
０

８
）
は
香
川
用
水
の
水
が
め
・

早さ

明め

浦う
ら

ダ
ム
の
貯
水
量
が
０
％

と
な
り
、
生
活
に
支
障
を
き
た

し
ま
し
た
。

　

幸
い
平
成
17
年
は
大
雨
に

よ
っ
て
一
晩
で
満
水
に
、
平
成

20
年
も
雨
が
降
り
ま
し
た
が
、

平
成
６
年
は
ど
う
に
も
な
ら
ず

８
月
８
日
に
雨
乞
い
の
念
仏
踊

が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は

約
20
年
ぶ
り
で
、
香
川
用
水

完
成
後
は
初
め
て
の
こ
と
で
し

た
。

　
１
０
０
０
年
以
上
も
前
か
ら
、

讃
岐
平
野
で
は
雨
乞
い
の
神
事

が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る

の
で
す
。

　
土
器
川
を
は
じ
め
と
す
る
讃

岐
平
野
の
川
沿
い
に
は

「
出で
す
い水
」
と
呼
ば
れ
る
取
水
施

設
が
各
所
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
湧
き
水
を
主
に
農
業
用
水
と

し
て
用
い
る
も
の
で
、
以
前
は

飲
料
水
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

土
器
川
の
そ
ば
に
あ
る
「
竜
王

出
水
」
を
訪
ね
る
と
、
清
ら
か

な
水
の
な
か
で
魚
が
泳
い
で
い

ま
す
。
水
面
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

に
波
紋
が
広
が
る
の
は
今
も
水

が
湧
き
出
て
い
る
証
拠
で
す
。

竜
王
出
水
を
眺
め
て
い
る
と
、

自
転
車
で
通
り
が
か
っ
た
年
輩

の
方
が
話
し
か
け
て
き
ま
し
た
。

「
私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
み
ん

な
で
泳
い
だ
り
し
て
遊
ん
だ
も

ん
だ
よ
」
と
言
っ
て
懐
か
し
そ

う
に
笑
っ
て
い
ま
し
た
。
今
は

ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
ま
す
が
、

耳
を
澄
ま
せ
る
と
か
つ
て
の
子

ど
も
た
ち
の
歓
声
が
聞
こ
え
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

編
集
部
の
目
―
―
今
も
残
る
「
雨
乞
い
」
神
事

コ
ラ
ム
―
―
命
の
水
が
湧
く
「
出
水
」
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の
水
需
要
は
満
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

渇
水
を
切
り
抜
け
る

最
後
の
手
段
は
「
雨
乞
い
」

　

私
が
今
回
ち
ょ
っ
と
お
も
し
ろ
い
と

感
じ
た
の
が
、
行
政
の
方
が
渇
水
対
策

に
つ
い
て
語
る
と
き
の
一
幕
で
し
た
。

河
川
事
務
所
の
方
は
流
域
で
渇
水
が
起

き
た
と
き
の
渇
水
対
策
協
議
会
の
話
を

し
て
く
れ
ま
し
た
し
、
水
資
源
機
構
の

方
は
渇
水
時
の
香
川
用
水
の
運
用
に
つ

い
て
も
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

行
政
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
渇
水

被
害
を
で
き
る
だ
け
低
減
さ
せ
よ
う
と

知
恵
を
絞
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す

が
、
共
通
す
る
の
が
「
も
う
ど
う
し
よ

う
も
な
く
な
っ
た
ら
、
最
後
の
手
段
は

雨
乞
い
か
な
…
…
」
と
言
わ
れ
る
こ
と

で
す
。
半
分
ユ
ー
モ
ア
だ
け
ど
、
半
分

は
本
気
。
実
際
こ
の
地
域
に
は
雨
乞
い

の
神
事
（
上
記
参
照
）
が
今
も
残
っ
て
い

ま
す
。
渇
水
対
策
協
議
会
と
同
じ
テ
ー

ブ
ル
で
雨
乞
い
が
話
題
に
上
が
る
地
域

な
ん
て
、
き
っ
と
こ
こ
を
除
い
て
ほ
か

に
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

流
域
面
積
が
小
さ
い
川
と

人
々
の
水
意
識

　

ジ
ャ
ン
プ
し
て
川
を
渡
っ
て
み
て
、

こ
の
流
域
が
い
か
に
小
さ
い
か
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
た
と
同
時
に
、
水
を
流

域
内
で
賄
え
な
い
と
い
う
、
小
さ
な
川

の
宿
命
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
宿
命
を
受
け
止
め
、
限

ら
れ
た
水
を
い
か
に
溜
め
る
か
、
い
か

に
使
う
か
、
い
か
に
融
通
し
て
く
る
か

と
い
う
発
想
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
こ

と
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。　

　

滔と
う
と
う々

と
流
れ
る
川
と
は
違
う
個
性
を

も
つ
土
器
川
、
日
本
一
小
さ
な
一
級
水

系
の
流
域
ゆ
え
の
水
の
集
め
方
は
何
重

も
の
水
配
分
の
工
夫
と
人
々
の
努
力
と

思
い
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　
（
２
０
１
９
年
11
月
19
～
21
日
取
材
）

雨乞いのための念仏踊（1994年撮影）

毎年奉納される滝宮念仏踊（常例踊）
上写真2点：綾川町教育委員会蔵

三好勇太さん

竜王出水


