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関
東
地
方
の
川
と
い
え
ば
多
く
の
人
の

頭
に
真
っ
先
に
浮
か
ぶ
の
は
利
根
川
、
荒

川
、
多
摩
川
な
ど
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
那な

か
が
わ

珂
川
は
関
東
地
方
で
は
利
根
川

に
次
ぐ
規
模
で
、
水
源
を
栃
木
県
那
須
岳

に
発
し
、
大
洗
ま
で
の
1 

5 

0
㎞
を
水
は

滔と
う
と
う々

と
流
れ
て
い
ま
す
。
川
風
景
は
関
東

の
嵐
山
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
川
の
ど
こ

か
一
地
点
を
と
っ
て
も
美
し
い
川
風
景
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
那
珂
川
で
す
が
、
ひ
と
言
で
言

う
な
ら
ば
、
川
と
人
が
上
手
な
つ
き
あ
い

を
し
て
き
た
川
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。
水

に
困
っ
て
い
た
上
流
域
の
那
須
野
ヶ
原
で

は
必
要
な
分
だ
け
人
に
水
を
与
え
て
き
ま

し
た
。
人
も
必
要
以
上
に
水
を
求
め
な
か

っ
た
た
め
、
全
川
に
わ
た
り
、
ダ
ム
や
堰

な
ど
の
横
断
構
造
物
も
少
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
那
珂
川
は
た
び
た
び
洪
水
を
起
こ

し
て
き
ま
し
た
が
、
人
々
は
堤
防
を
築
き

す
ぎ
て
那
珂
川
の
自
由
を
奪
う
こ
と
な
く
、

一
定
の
あ
ふ
れ
る
場
所
を
許
容
し
、
住
む

場
所
を
選
ん
で
き
ま
し
た
。

　

近
世
に
お
い
て
は
川
の
流
量
と
流
れ
を

う
ま
く
利
用
し
、
舟
運
に
よ
っ
て
東
北
と

江
戸
と
の
幹
線
交
通
と
し
て
活
用
す
る
な

ど
上
手
に
つ
き
あ
っ
て
き
ま
し
た
。
今
回

は
川
づ
き
あ
い
を
学
ぶ
べ
く
、
那
珂
川
と

そ
の
流
域
の
人
を
訪
ね
ま
し
た
。

 那珂川
 水系番号  ： 27
 都道府県  ： 茨城県・栃木県・福島県
 源流  ： 那須岳（1915 ｍ） 
 河口  ： 太平洋  
 本川流路延長  ： 150 km 20位／ 109

 支川数  ： 197河川 19位／ 109

 流域面積  ： 3270 km2 18位／ 109

 流域耕地面積率  ： 21.7 ％ 12位／ 109

 流域年平均降水量  ： 1521 mm 76位／ 109

 基本高水流量  ： 8500 m3/ s 36位／ 109

 河口の基本高水流量  ： 1万 2744 m3/ s 24位／ 109

 流域内人口  ： 92万 2613人 18位／ 109

 流域人口密度 ： 282人 / km2 32位／ 109

（基本高水流量観測地点：野口〈河口から38.3km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）

川と人が保つ〈ほどよい距離感〉
那珂川

（茨城県・栃木県）

坂本クンと行く川巡り  第7回  
Go ! Go ! 109水系

写真：母性的な美しさをもつ那珂川の下流域

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【那珂川】
村石利夫編著『日本全河川ルーツ
大辞典』（竹書房 1979）によると、
中川とも書かれ、常陸（茨城県）、
那珂郡を通る川というが、ナカは茨
城と久慈の中間の意をもつという。

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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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YNHC（青少年博物学会）、大学時代には JOC
（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。

【那珂川流域の地図】
国土地理院基盤地図情報「茨城県、栃木県、福島県、千葉
県、埼玉県」及び、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）、ダムデータ（平
成 17年）、鉄道データ（平成 25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 203号）
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那
珂
川
の
上
流
域
に
は
那
須
野
ヶ
原
と

呼
ば
れ
る
約
4
万
ha
に
わ
た
る
台
地
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
は
い
く
つ
も

の
扇
状
地
が
重
な
り
合
っ
て
で
き
て
い
る

複
合
扇
状
地
で
あ
り
、
国
内
最
大
級
の
規

模
で
す
。
扇
状
地
帯
の
特
徴
と
し
て
扇
央

部
（
扇
状
地
の
中
央
部
）
で
は
水
が
地
下
に

潜
る
た
め
、
地
表
に
水
が
流
れ
な
い
水み

ず
な
し無

川が
わ

と
な
り
ま
す
。
扇
央
部
に
住
む
人
々
は

水
を
得
る
の
に
苦
労
し
て
き
ま
し
た
。

　

那
須
野
ヶ
原
土
地
改
良
区
連
合
の
飯
塚

康み
ち
ひ
と人

さ
ん
と
郡
司
忠
之
さ
ん
に
こ
の
地
の

水
利
用
の
変
遷
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し

た
。

「
那
珂
川
と
箒ほ

う
き
が
わ川

に
囲
ま
れ
て
い
る
部
分

が
那
須
野
ヶ
原
の
扇
状
地
で
す
。
那
須
疏

水
開
削
前
の
明
治
初
期
は
水
を
取
る
の
が

困
難
で
、『
水
の
一
滴
は
血
の
一
滴
』
と
言

わ
れ
た
ほ
ど
。
扇
状
地
の
な
か
の
蛇さ

び尾
川が

わ

と
熊
川
は
雨
が
降
っ
て
い
な
い
と
き
は
水

が
浸
透
し
て
し
ま
い
地
下
を
流
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
扇
状
地
の
な
か
は
人
が
住

め
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
水
の
流

れ
て
い
る
川
ま
で
何
㎞
も
歩
い
て
水
を
汲

み
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
」

那須野ヶ原土地改良区連合の飯塚康人さん（左）
と郡司忠之さん（右）
左：水が地下に浸透して、干上がったように見える
蛇尾川。地面に耳をつけてみたが、残念ながら地
下水の音は聞こえなかった

上：西岩崎頭首工から少し下ったところにある「第
一分水工」。ここで南東に流れる黒磯用水路と、
南西に向かう下段幹線用水路（那須疏水幹線）
に分かれる
下：田植えを目前に控えた那須野ヶ原の水田。こ
うして水が張れるのも那須疏水のおかげだ

那須疏水
那須野ヶ原の水路網（那須疏水）。1967年（昭和42）から
1995年（平成 7）まで続いた「那須野ヶ原総合開発」によ
って今の姿になった
出典：「なすのがはら総合開発マップ」及び、国土地理院基盤地図情報「栃
木県」、国土交通省国土数値情報「河川データ（平成 20年）、鉄道デー
タ（平成 25年）、高速道路データ（平成 25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 203号）

日本三大疏水の1つに数えられる那須疏水の取
水口「西岩崎頭首工」。河床の変化によって取
水口は何度も移設された。今の取水口は1975年
（昭和50）の竣工
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私
は
い
ろ
い
ろ
な
扇
状
地
帯
の
川
を
見

て
き
ま
し
た
が
、
風
が
吹
く
と
河
道
内
に

砂
煙
が
巻
き
起
こ
る
様
子
は
ま
る
で
川
砂

漠
で
、
初
め
て
見
た
風
景
で
し
た
。
こ
れ

を
解
消
す
る
た
め
、
当
時
の
明
治
政
府
は

1 

8 

8 

1
年
（
明
治
14
）
〜
1 

8 

8 

5
年

（
明
治
18
）
に
わ
た
り
画
期
的
な
開
削
事
業

を
行
な
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
日
本
三
大
疏

水
と
も
評
さ
れ
る
那
須
疏
水
の
は
じ
ま
り

で
す
。

「
西
岩
崎
頭
首
工
（
注
1
）
か
ら
箒
川
ま

で
一
本
幹
線
を
掘
り
、
そ
の
途
中
に
第
一

分
水
工
（
注
2
）、
第
二
分
水
工
、
第
三
分

水
工
、
縦
堀
分
水
工
、
西
堀
分
水
工
を
つ

く
り
、
水
を
扇
状
地
内
に
行
き
渡
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
1 

9 

6 

7
年

（
昭
和
42
）
か
ら
1 

9 

9 
5
年
（
平
成
7
）
ま

で
続
い
た
国
営
事
業
に
よ
り
、
今
日
の
安

定
し
た
水
供
給
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
那
須
野
ヶ
原
約
4
万
ha
の
う
ち
の

約
4 

0 

0 

0 

ha
が
那
須
疏
水
の
受
益
地

（
注
3
）
で
す
。
こ
の
地
は
明
治
期
以
降
の

那
須
疏
水
の
国
営
事
業
に
よ
っ
て
水
が
い

く
よ
う
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
」

　

訪
ね
た
と
き
は
ち
ょ
う
ど
代し

ろ

掻か

き
期

（
注
4
）
で
、
那
須
野
ヶ
原
の
田
ん
ぼ
一
面

に
水
が
張
ら
れ
、
那
須
疏
水
も
勢
い
よ
く

流
れ
て
い
ま
し
た
。
わ
ず
か
4
年
で
乾
き

き
っ
た
表
層
に
水
の
潤
い
を
与
え
た
と
思

う
と
、
人
の
創
造
力
や
実
行
力
と
は
驚
異

だ
と
さ
え
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

文
化
を
運
び
育
て
た
交
易
の
場

　

那
須
野
ヶ
原
扇
状
地
を
抜
け
る
と
中
流

域
の
那
珂
川
の
風
景
は
一
変
し
ま
す
。
水

が
よ
ど
み
な
く
流
れ
、
掘
り
込
み
の
深
い

谷
底
を
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
八や

み
ぞ
さ
ん
ち

溝
山
地

の
西
麓
を
流
れ
、
那
須
烏
山
付
近
か
ら
は

山
地
に
囲
ま
れ
た
狭
窄
部
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
地
形
か
ら
川
風
景
も
風
光
明

媚
で
、
黄
昏
時
に
眺
め
る
に
は
も
っ
て
こ

い
で
す
。

　

そ
ん
な
中
流
域
で
は
、
那
珂
川
の
舟
運

文
化
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
東
北
か
ら
の
米
や
木
材
な

ど
を
江
戸
ま
で
運
ぶ
こ
と
で
注
目
さ
れ
た

の
が
那
珂
川
で
し
た
。
那
須
か
ら
水
戸
ま

で
の
1 

0 

0
㎞
以
上
を
舟
で
運
ぶ
こ
と
が

で
き
、
運
搬
路
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
ま
し
た
。

　

中
流
域
の
暮
ら
し
を
大
田
原
市
な
す
風

土
記
の
丘
湯
津
上
資
料
館
館
長
の
木
村
康

夫
さ
ん
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

「
中
世
の
那
珂
川
は
舟
運
で
奥
州
の
方
か

ら
運
ん
で
き
た
米
や
木
材
を
江
戸
や
水
戸

に
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。
帰
り
は
海
産
物

を
た
く
さ
ん
乗
せ
て
川
を
遡
り
ま
し
た
。

上
流
域
の
人
は
海
産
物
の
な
か
で
も
塩
漬

け
に
し
た
魚
を
大
量
に
買
い
ま
し
た
。
塩

は
高
価
だ
っ
た
の
で
、
魚
に
つ
い
て
い
る

塩
を
集
め
、
そ
れ
で
に
が
り
を
つ
く
り
、

豆
腐
や
味
噌
を
つ
く
る
ん
で
す
。
そ
う
い

う
海
と
山
と
の
交
流
が
あ
り
ま
し
た
」

　

交
易
路
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
那
珂
川
沿
い

に
い
ろ
い
ろ
な
食
文
化
や
伝
統
、
習
慣
が

副
産
物
と
し
て
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
さ

ら
に
木
村
さ
ん
は
こ
う
続
け
ま
し
た
。

「
那
珂
川
沿
い
に
は
古
墳
が
多
い
の
で
す

が
、
不
思
議
な
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
が
川
に

平
行
し
て
立
地
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
防
衛
拠
点
、
そ
れ
と
同
時
に
デ
ィ

ス
プ
レ
イ
と
し
て
通
る
人
に
権
力
を
見
せ

つ
け
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
烏
山
藩
、

大
田
原
藩
や
中
世
の
那
須
氏
が
川
沿
い
に

領
地
を
も
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
い
つ

の
時
代
も
そ
こ
に
那
珂
川
が
あ
っ
た
。
こ

れ
は
今
も
昔
も
変
わ
り
ま
せ
ん
」

　

川
沿
い
に
立
ち
当
時
に
思
い
を
馳
せ
る

と
、
い
ろ
い
ろ
な
時
代
風
景
が
見
え
て
き

そ
う
で
す
。
あ
る
時
は
川
を
上
り
下
る
者

が
周
囲
の
権
力
の
象
徴
に
息
を
飲
み
、
あ

る
時
は
何
艘
も
の
舟
が
行
き
交
い
、
自
分

の
国
の
特
産
品
が
江
戸
で
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
下
り
、
手
に
入
り
に
く
い
海

産
物
や
嗜
好
品
を
持
ち
帰
る
光
景
。
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
の
河
川
文
化
の
一
端
が
感
じ

ら
れ
る
の
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

（注 2）分水工

幹線水路の水を支線に分ける
施設のこと。

（注 1）頭首工

湖沼、河川などから、用水を取入れる農業水利施設の
総称。主に取水堰と取り入れ口（取水口）からなる。

（注 3）受益地

事業によって利益を受ける
地域のこと。

（注 4）代掻き期

田植えのために、田に水を入れて土を砕
いてかきならす作業を行なう時期のこと。

大田原市なす風土記の丘湯津上資料館館長の木村
康夫さん
那珂川の右岸にある前方後方墳「侍塚（さむらいづ
か）古墳」。江戸時代に徳川光圀が発掘・調査した那須烏山市の境橋から見た那珂川の夕暮れ（中流域）
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黒羽

那珂川

巴川

霞
ヶ
浦

鹿
島
灘

江戸湾

北
浦

江
戸
川

利根川

烏山

長倉 野口

大貫

紅葉
塔ヶ崎
串挽

網掛

小川

浜
玉造

潮来

樋口

江戸

松戸

市川
伊勢

枝川

那珂湊
水戸
細谷
涸沼

海老沢

下吉影

関宿

水
戸
の
発
展
と
人
々
の
暮
ら
し

　

那
珂
川
流
域
で
最
大
の
都
市
が
下
流
域

に
あ
る
水
戸
で
す
。
親
藩
で
知
ら
れ
る
水

戸
藩
は
那
珂
川
と
さ
ま
ざ
ま
な
か
か
わ
り

を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

　

水
戸
市
立
博
物
館
館
長
の
玉
川
里
子
さ

ん
は
、
水
戸
と
那
珂
川
に
は
大
き
く
4
つ

の
か
か
わ
り
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。

「
1
つ
め
は
、
那
珂
川
は
交
通
の
基
幹
で

し
た
。
上
流
域
と
の
人
の
行
き
来
や
物
資

の
運
搬
は
盛
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
東
京

湾
に
入
る
鹿
島
灘
の
あ
た
り
は
波
が
荒
く

て
危
な
く
、
内
水
を
通
っ
た
方
が
安
全
だ

っ
た
の
で
、
河
口
の
那
珂
湊
か
ら
涸ひ

ぬ
ま沼

に

入
り
、
少
し
陸
送
し
て
霞
ヶ
浦
を
通
っ
て

利
根
川
、
江
戸
川
に
入
っ
て
い
く
と
い
う

内
川
廻
り
が
と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
支
流

の
涸
沼
川
に
は
北
浦
ま
で
水
路
を
掘
ろ
う

と
し
た
水
路
跡
（
勘
十
郎
堀
）
が
残
っ
て
い

ま
す
」

　

こ
れ
は
関
東
を
俯
瞰
し
た
大
水
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
で
、
そ
の
一
部
が
那
珂
川
水
系

で
し
た
。
松
浪
勘
十
郎
に
工
事
を
命
じ
た

紅
葉
運
河
（
勘
十
郎
掘
）
跡
を
見
て
も
相
当

な
川
幅
で
す
。
水
戸
藩
が
那
珂
川
を
使
い
、

江
戸
と
の
つ
な
が
り
を
よ
く
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

「
2
つ
め
は
水
戸
城
の
外
堀
の
、
要
塞
と

し
て
の
役
割
で
す
。
水
戸
城
の
南
は
千
波

湖
、
北
は
那
珂
川
で
し
た
。
こ
れ
を
基
軸

に
城
の
防
御
を
固
め
ま
し
た
。
ま
た
城
か

ら
の
高
台
の
上う

わ
ま
ち町

と
城
の
東
側
の
低
い
下し

た

町ま
ち

が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
発
展
し
て
い
く
双
子

町
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
土
地
利
用
の
跡

は
今
も
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
よ
」

　

川
と
湖
に
囲
ま
れ
た
台
地
。
城
下
町
を

つ
く
る
に
は
最
適
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
3
つ
め
は
水
戸
城
近
く
で
の
鮭
漁
。
水

戸
城
の
近
く
に
鮭
留
め
を
設
け
、
そ
こ
で

鮭
を
捕
り
、
水
戸
藩
は
朝
廷
や
幕
府
に
献

上
し
て
い
ま
し
た
」

　

水
戸
の
特
産
品
の
1
つ
が
鮭
だ
っ
た
と

は
少
し
意
外
な
感
じ
が
し
ま
す
。
今
で
も

那
珂
川
に
は
秋
に
な
る
と
多
く
の
鮭
が
産

卵
の
た
め
遡
上
し
ま
す
。

「
4
つ
め
は
水
泳
を
覚
え
る
水
場
で
す
。

水
戸
藩
に
は
古
式
泳
法
の
水
府
流
水
術
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
音
も
な
く
楽
に
泳

げ
る
の
で
武
道
の
一
環
で
も
あ
り
ま
し
た
。

泳
ぎ
を
覚
え
る
の
も
那
珂
川
で
、
私
も
小

さ
い
こ
ろ
に
親
に
教
わ
り
ま
し
た
。
水
戸

は
小
学
校
に
プ
ー
ル
が
で
き
る
の
が
遅
く

て
、
長
い
あ
い
だ
川
で
泳
い
で
い
ま
し
た
。

平
泳
ぎ
が
横
を
向
い
た
感
じ
で
す
」

　

後
日
、
私
も
試
し
て
み
ま
し
た
が
、
な

か
な
か
そ
れ
っ
ぽ
く
泳
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。

普
通
の
平
泳
ぎ
に
慣
れ
て
い
る
せ
い
か
逆

に
難
し
か
っ
た
で
す
。
と
こ
ろ
が
水
戸
出

身
の
研
究
室
の
後
輩
に
「
水
府
流
っ
て
知

那珂川は舟運が盛んで、かつては各所に川湊が
あった。写真は1919年（大正 8）の那珂湊「万
衛門川の船だまり」。万衛門川は那珂川の支流で
ある（写真提供：水戸市立博物館）

那珂川から江戸へのルート
那珂川の舟運は、水戸、那珂湊、涸沼を経て江戸
とつながっていた
出典：「特別陳列 那珂川の交通史」パンフレット（水戸市立
博物館発行 1997）を参考に編集部作成

那珂川から江戸をつなぐルートだった涸沼。2015
年5月28日、ラムサール条約湿地に登録された
右：水戸市立博物館館長の玉川里子さん

紅葉運河（勘十郎堀）の跡。水
戸藩士・松波勘十郎が指揮した
ものの、完成には至らなかった
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っ
て
る
か
？
」
と
尋
ね
る
と
「
そ
う
い
え

ば
昔
、
じ
い
ち
ゃ
ん
に
教
わ
り
ま
し
た

よ
」
と
ス
イ
ス
イ
と
泳
い
で
み
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
水
戸
藩
の
古
式
泳
法
は
今
も
水

戸
市
民
に
継
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

水
戸
と
い
う
言
葉
自
体
が
海
へ
の
入
り

口
と
い
う
意
味
で
、
川
と
海
と
の
接
点
を

表
し
ま
す
。
那
珂
川
と
は
親
し
み
深
い
都

市
で
し
た
。

堤
防
の
少
な
い
川

　

中
流
域
の
川
風
景
も
美
し
い
で
す
が
、

川
が
開
け
て
く
る
下
流
域
は
母
性
的
で
開

放
感
あ
る
美
し
さ
で
す
。
川
風
景
を
決
定

づ
け
る
要
素
は
大
別
す
る
と
、
川
幅
、
川

沿
い
の
建
物
や
草
木
の
高
さ
、
周
囲
の
土

地
利
用
、
空
の
開
け
具
合
な
ど
が
あ
る
と

私
は
考
え
ま
す
。
那
珂
川
の
川
風
景
を
見

て
ほ
っ
と
す
る
の
は
、
那
珂
川
の
特
徴
の

1
つ
で
も
あ
る
「
堤
防
が
少
な
い
こ
と
」

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

那
珂
川
で
現
在
、
治
水
に
取
り
組
む
河

川
管
理
者
（
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
常
陸

河
川
国
道
事
務
所
調
査
第
一
課
長
）
の
岩
渕
光み

つ

生お

さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
那
珂
川
流
域
で
一
番
人
口
が
集
中
し
て

い
る
水
戸
市
街
地
は
堤
防
が
少
な
い
の
で

す
。
那
珂
川
水
系
に
お
い
て
国
が
管
理
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
堤
防
の
完
成
し
た

箇
所
が
全
体
の
約
24
％
、
ま
だ
堤
防
が
な

い
な
ど
の
未
完
成
の
箇
所
が
約
41
％
、
堤

防
が
必
要
な
い
箇
所
が
約
35 

%
で
す
。
1 

9 

4 

7
（
昭
和
22
）
の
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
を

契
機
に
全
国
的
に
堤
防
の
整
備
が
進
ん
だ

の
で
す
が
、
水
戸
市
は
市
街
地
の
堤
防
整

備
は
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
1 

9 

8 

6
年
（
昭
和
61
）
8
月
の
台
風
の
被
害
を

受
け
て
よ
う
や
く
堤
防
整
備
が
進
ん
だ
状

況
で
す
。
1 

9 

4 

7
年
以
降
、
1 

9 

8 

6

年
ク
ラ
ス
の
大
水
を
超
え
る
洪
水
が
な
か

っ
た
と
い
う
の
も
あ
り
、
そ
の
間
に
住
宅

が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
人
が
住
む
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
1 

9 

6 

0
年
代
は
水
戸

城
下
の
高
台
付
近
し
か
市
街
化
が
進
ん
で

な
か
っ
た
の
で
堤
防
の
必
要
性
が
現
在
よ

り
も
薄
か
っ
た
の
で
す
が
、
1 

9 

8 

0
年

代
に
は
市
街
化
が
川
の
そ
ば
ま
で
進
行
し

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
に
大
き
な
洪
水
が

あ
っ
て
市
街
地
を
し
っ
か
り
と
守
っ
て
い

か
な
い
と
い
け
な
く
な
っ
た
。
今
も
最
下

流
付
近
は
堤
防
が
な
く
整
備
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
（
下
段
右
の
写
真
参
照
）」

　

那
珂
川
流
域
は
田
園
地
帯
の
河
川
の
様

相
が
強
い
で
す
。
人
は
高
台
や
川
か
ら
少

し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
む
と
い
う
領
域
を

意
識
し
た
暮
ら
し
が
那
珂
川
に
は
あ
り
ま

し
た
が
、
市
街
地
が
川
の
そ
ば
ま
で
広
が

っ
た
こ
と
で
1
9
8
6
年
、
1
9
9
8
年

（
平
成
10
）
と
二
度
に
わ
た
り
水
戸
市
内
で

大
水
害
が
起
き
ま
し
た
。
川
と
人
の
領
域

が
少
し
ず
つ
変
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
し
ょ

う
。

　

岩
渕
さ
ん
は
河
川
管
理
者
と
し
て
の
付

き
合
い
方
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

「
河
川
法
に
基
づ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
仕

事
を
み
る
と
、
治
水
・
利
水
・
環
境
の
視

点
が
あ
り
ま
す
が
、
那
珂
川
の
特
徴
は
環

境
の
豊
か
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
ア
ユ
の
遡

上
数
も
年
に
よ
っ
て
は
日
本
一
で
す
し
、

涸
沼
川
の
方
で
は
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
、
ヒ
ヌ

マ
イ
ト
ト
ン
ボ
な
ど
の
生
物
を
育
む
豊
か

な
川
で
す
。
河
川
管
理
者
は
環
境
の
い
い

と
こ
ろ
は
保
全
す
る
、
昔
あ
っ
た
な
ら
ば

再
生
す
る
こ
と
を
主
眼
に
河
川
改
修
に
努

め
る
。
そ
れ
が
基
本
ス
タ
ン
ス
で
す
ね
」

こ
れ
か
ら
の
那
珂
川
と
の

川
づ
き
あ
い

　

荒
野
を
潤
す
水
源
と
し
て
、
舟
運
の
要

と
し
て
、
要
塞
と
し
て
な
ど
、
那
珂
川
は

さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
関
東
屈
指
の
大
河
で
あ
り
な
が
ら
こ
れ

だ
け
の
清
流
が
残
っ
て
い
る
の
は
す
ば
ら

し
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
清
流
を
維

持
し
て
い
く
に
は
、
私
た
ち
が
川
と
人
の

ほ
ど
よ
い
距
離
感
を
保
っ
て
い
く
こ
と
が

大
事
な
の
だ
と
那
珂
川
に
学
び
ま
し
た
。

　
（
2 

0 

1  

5
年
5
月
7
〜
8
日
取
材
）

1998年8月の那珂川水害を受けてつくら
れた堤防から見た水府橋。手前は撤去中
の初代・水府橋。老朽化および河川改修
上の阻害箇所となっていたことから架け替
えられ、2013年10月31日に二代目・水
府橋が開通した
右：国土交通省関東地方整備局常陸河川
国道事務所調査第一課長の岩渕光生さん

堤防のない那珂川の河口から海門橋（かいもんばし）を望む


