
裏表紙上：水を公平に分配することを目的として
1934年（昭和9）につくられた「音無井路（おとなしい
ろ）円形分水」（大分県竹田市）。この分水施設がつく
られたことで、連日のようにあった水争いが収まった。
毎年4月10日ごろに「水神祭」が行なわれている
（撮影：前川太一郎）
裏表紙下：江戸末期、険しい山腹に水路を通して
棚田をつくった長野県白馬村の青鬼（あおに）集落。
今も米をつくりつづけている（撮影：藤牧徹也）

表紙：群馬県甘楽町を流れる
用水路「雄川堰（おがわぜき）」で
流れ溜まったごみを回収する地
域住民。当番制の「ごみ上げ」
によってきれいな水路を維持し
ている（撮影：川本聖哉）
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こ
れ
ま
で
に
、
平
成
合
併
前
の
全

市
町
村
と
世
界
１
１
４
ヶ
国
を
自
費

で
巡
っ
て
き
た
が
、人
生
最
初
の“
一

人
旅
〟
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
山
口
県

徳
山
市
（
現
周
南
市
）
に
あ
っ
た
デ
パ
ー

ト
で
、
迷
子
に
な
っ
た
と
き
だ
と
思

う
。
３
歳
く
ら
い
だ
っ
た
ら
し
い
。

い
つ
の
間
に
か
消
え
た
我
が
子
を
必

死
に
探
す
母
が
、
道
行
く
人
に
聞
く

と
、「
向
こ
う
に
そ
れ
ら
し
い
子
が

歩
い
て
行
っ
た
よ
」
と
い
う
。
追
っ

て
み
る
と
、
商
店
街
を
５
０
０
ｍ
ほ

ど
行
っ
た
先
の
橋
の
上
で
、
東
川
と

い
う
小
さ
な
川
の
水
面
を
、
一
心
に

眺
め
て
い
た
そ
う
だ
。

　
小
学
生
に
な
る
と
、
校
区
内
の
あ

ら
ゆ
る
水
路
が
、
ど
こ
か
ら
来
て
ど

こ
に
流
れ
て
い
る
の
か
、
土
管
と

な
っ
て
い
る
区
間
の
前
後
ま
で
調
べ

て
回
っ
た
。
自
宅
の
裏
山
の
小
さ
な

谷
川
の
、
源
流
ら
し
き
場
所
も
突
き

止
め
た
。
山
麓
の
溜
池
か
ら
流
れ
出

す
水
路
が
、
他
人
の
家
の
裏
庭
の
さ

ら
に
裏
を
通
っ
て
掘
り
込
ま
れ
て
い

る
の
に
も
気
が
付
い
た
。
本
で
読
ん

だ
と
か
そ
う
い
う
の
で
は
な
い
。
心

の
中
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
衝
動

に
従
い
、
水
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ

に
流
れ
て
い
く
の
か
を
調
べ
ず
に
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

　
高
校
時
代
か
ら
親
し
ん
だ
自
転
車

旅
行
で
は
、
少
し
の
高
低
差
も
足
に

こ
た
え
る
の
で
、
自
然
に
「
峠
は
ど

こ
な
の
か
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な

り
、
日
本
全
国
の
主
要
な
水
系
が
、

ど
の
稜
線
で
分
か
れ
る
の
か
を
覚
え

た
。
社
会
人
に
な
る
と
レ
ン
タ
カ
ー

の
利
用
も
増
え
た
が
、
自
転
車
を
喘

ぎ
喘
ぎ
漕
い
で
い
た
時
分
に
は
気
付

か
な
か
っ
た
、
棚
田
を
潤
す
用
水
路

網
の
仕
組
み
に
も
目
が
行
く
よ
う
に

な
っ
た
。
ど
う
や
っ
て
こ
ん
な
と
こ

ろ
に
ま
で
と
思
う
よ
う
な
田
に
も
。

自
然
の
落
差
を
利
用
し
て
水
が
供
給

さ
れ
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
水
が

流
れ
下
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
浸
食
が

生
ま
れ
る
わ
け
で
、
擁
壁
が
崩
れ
な

い
よ
う
に
水
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

流
路
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る
の
は
た

い
へ
ん
な
労
力
だ
が
、
そ
の
地
域
の

人
た
ち
は
営
々
と
そ
の
役
割
を
受
け

継
い
で
き
た
。
農
民
の
勤
勉
さ
の
結

晶
と
も
い
え
る
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム

が
、
平
成
に
な
っ
て
各
地
で
消
え
始

め
た
こ
と
に
深
い
喪
失
感
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
、
家
を
借
り
て
い
る

東
京
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
こ
の
半
年
。

遠
出
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
近
所
の
探

索
を
繰
り
返
し
た
私
は
、
近
く
に
玉

川
上
水
の
旧
流
路
が
あ
る
こ
と
に
初

め
て
気
づ
き
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら

分
水
し
た
三
田
用
水
が
、
戦
後
し
ば

ら
く
の
間
ま
で
拙
宅
の
す
ぐ
近
く
を

流
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
江
戸

の
町
は
、
人
口
１
０
０
万
人
を
超
え

た
18
世
紀
に
は
世
界
最
大
の
都
会

だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
住
民

の
命
を
支
え
、
近
郊
の
谷
地
田
を
潤

し
た
の
が
、
微
妙
に
盛
り
上
が
っ
て

屈
曲
す
る
尾
根
筋
を
慎
重
に
た
ど
っ

て
、
極
め
て
緩
や
か
な
傾
斜
を
も
っ

て
引
か
れ
た
、
こ
れ
ら
の
水
路
だ
っ

た
わ
け
だ
。
３
歳
に
し
て
水
路
の
魅

力
に
目
覚
め
た
が
、
56
歳
に
し
て
よ

う
や
く
足
元
の
宝
に
気
付
い
た
と
い

う
次
第
で
あ
る
。

　
瑞
穂
の
国
・
日
本
の
隅
々
に
、
命

の
水
を
配
っ
て
き
た
用
水
路
。
先
祖

の
偉
大
な
遺
産
で
あ
り
、
今
も
生
き

る
現
役
の
資
産
で
あ
る
こ
の
毛
細
血

管
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
、
私

は
死
ぬ
ま
で
深
い
敬
意
と
関
心
を
抱

き
続
け
る
だ
ろ
う
。
今
号
の
特
集
を

契
機
に
、
そ
の
か
け
が
え
の
な
さ
に

気
付
く
同
好
の
士
が
一
人
で
も
増
え

る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

瑞穂の国・用水路の国

ひ
と
し
ず
く

藻
谷
浩
介

　
地
域
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト



瑞穂の国・用水路の国3

藻谷 浩介（もたに こうすけ）
1964 年山口県生まれ。東京大学法学部卒業。米コロンビア大学経営大学院修
了。株式会社日本政策投資銀行参事役を経て、株式会社日本総合研究所 主席
研究員。NPO 法人 地域経営支援ネットワーク 理事長も務める。著書に『実測！
ニッポンの地域力』『デフレの正体』『世界まちかど地政学』『世界まちかど地政
学 ＮＥＸＴ』、共著に『里山資本主義』『経済成長なき幸福国家論』などがある。

多摩川最古の農業用水「二ヶ領用水」。
一時はどぶ川と化したが、市民と行政の
取り組みによって再生された
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農民たちが掘り継いだ「上江用水路」によって穀倉地帯となった高田平野（撮影：川本聖哉）

命
の
源
で
あ
る
水
を
得
る
た
め
、
先
人
は
さ
ま
ざ

ま
な
技
や
設
備
を
生
み
出
し
て
き
た
。
水
を
公
平

に
配
る
た
め
の
円
筒
分
水
や
暮
ら
し
を
守
る
堰

堤
な
ど
は
「
有
形
」
の
文
化
遺
産
と
し
て
今
も
残

る
。
一
方
、
集
落
同
士
で
定
め
た
水
の
運
用
方
法
、

あ
る
い
は
集
落
内
で
守
っ
て
き
た
慣
習
な
ど
は

「
無
形
」
の
文
化
遺
産
だ
。

「
有
形
」
「
無
形
」
を
問
わ
ず
、
水
に
ま
つ
わ
る

遺
産
に
は
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
知
恵
と
工
夫

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
今
号
は
、
水
に
ま
つ
わ
る

遺
産
の
地
域
に
お
け
る
成
り
立
ち
と
、
実
際
に
使

っ
て
い
る
人
た
ち
、
維
持
管
理
を
担
う
人
た
ち
の

姿
を
見
つ
め
て
、
「
使
い
つ
づ
け
て
い
る
水
遺

産
」
の
意
義
を
考
え
た
い
。
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土
地
を
選
ん
だ
条
件
は

「
日
当
た
り
」「
水
」「
安
全
」

昔
の
人
間
が
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
か

と
い
う
と
、
日
当
た
り
が
よ
く
て
、
飲

み
水
が
確
保
で
き
て
、
か
つ
災
害
に
遭

い
に
く
い
場
所
で
す
。
今
も
山
奥
に
行

く
と
「
な
ん
で
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
住
ん

だ
の
だ
ろ
う
？
」
と
思
う
よ
う
な
場
所

に
小
さ
な
集
落
が
残
っ
て
い
ま
す
。
山

の
中
腹
な
の
で
日
当
た
り
が
よ
く
、
近

く
に
湧
き
水
が
あ
り
、
大
き
な
河
川
か

ら
離
れ
て
い
る
の
で
水
害
も
起
き
に
く

い
。
人
々
は
そ
う
い
う
土
地
を
見
つ
け

て
は
移
り
住
み
、
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。

人
口
が
増
え
る
と
、
徐
々
に
標
高
が

低
い
場
所
、
川
の
そ
ば
な
ど
危
な
い
と

こ
ろ
に
も
進
出
し
て
い
き
ま
す
。
日
本

は
暴
れ
川
が
多
い
の
で
、
大
雨
で
も
氾

濫
原
に
な
ら
な
い
山
す
そ
付
近
、
あ
る

い
は
河
川
が
小
規
模
で
水
害
が
起
き
に

く
い
場
所
を
選
ん
で
い
ま
し
た
。
古
代

政
権
が
成
立
し
た
大
和
盆
地
は
紀
の
川

水
系
で
す
が
、
大
き
な
川
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
安
全
な
土
地
な
の
で
有
力
豪
族

が
発
生
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

海
の
近
く
に
住
む
場
合
は
、
丘
の
よ
う

な
高
台
に
集
落
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ

れ
も
災
害
を
避
け
る
た
め
で
す
。

私
た
ち
が
農
村
景
観
と
捉
え
る
平
野

に
田
畑
が
広
が
る
場
所
は
、
実
は
江
戸

期
に
成
立
し
た
も
の
が
多
い
の
で
す
。

そ
の
典
型
は
日
本
海
側
。
江
戸
期
は
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
海
岸
林
を
つ
く
っ
て

い
っ
た
は
ず
な
の
に
、
青
森
か
ら
山
口

ま
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
ね
。
日
本
の

川
は
、
今
で
こ
そ
流
路
が
固
定
さ
れ
て

い
る
の
で
海
へ
流
れ
て
い
き
ま
す
が
、

も
と
も
と
は
海
の
水
も
混
じ
っ
た
沼
地

に
入
り
込
ん
で
い
ま
し
た
。
ど
こ
ま
で

が
川
で
、
ど
こ
か
ら
が
海
か
よ
く
わ
か

ら
な
い
よ
う
な
状
態
で
す
ね
。

そ
の
原
因
の
一
つ
が
風
で
す
。
風
が

海
岸
の
砂
を
巻
き
上
げ
て
陸
側
に
落
と

す
と
、
そ
こ
で
川
が
せ
き
止
め
ら
れ
て

水
溜
ま
り
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
で

す
か
ら
、
ま
ず
は
砂
を
飛
ば
す
風
を
止

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

海
岸
林
は
、
砂
が
飛
ぶ
の
を
防
ぐ
役
割

で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

水
は
あ
り
が
た
い
も
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
、
人
が
住
む
場
所
を
広
げ
よ
う
と

す
る
と
大
変
な
苦
労
を
強
い
ら
れ
ま
す
。

新
潟
平
野
な
ど
は
沼
地
だ
ら
け
で
し
た

か
ら
、
水
を
抜
い
て
干
拓
し
ま
し
た
。

田
ん
ぼ
に
水
を
入
れ
る
水
利
だ
け
で
な

く
、
水
を
抜
く
水
利
も
必
要
で
し
た
。

地
元
で
話
し
合
っ
て

水
を
治
め
た

そ
の
土
地
に
水
を
ど
う
取
り
込
み
、

ど
う
処
理
す
る
か
は
、
江
戸
期
ま
で

人
は
自
ら
の
生
息
域
を
広
げ
よ
う
と
、
山
か
ら
平
野
、
海
辺
へ
と
進
出

し
て
き
た
。
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
人
が
集
う
場
所
は
ど
う
変
わ
っ
て

き
た
の
か
。
そ
し
て
、
集
落
と
い
う
単
位
で
生
き
て
い
く
た
め
に
、
水

を
ど
う
扱
っ
て
き
た
の
か
。
哲
学
者
の
内
山
節
さ
ん
に
、
人
が
水
を
治

め
る
こ
と
と
地
域
社
会
の
関
係
の
遷
り
変
わ
り
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

Takashi Uchiyama
1950年東京生まれ。1970年代から東京と
群馬県の山村・上野村との二重生活を続け
る。『日本人はなぜキツネにだまされなくなった
のか』『貨幣の思想史』『「里」という思想』

『新・幸福論―「近現代」の次に来るもの』
『内山節著作集（全15巻）』など著書多数。

インタビュー

内山 節さん

哲学者
NPO法人 森づくりフォーラム

代表理事

日
本
人
は
自
然
を
相
手
に

ど
う
生
き
て
き
た
の
か

【概論】
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「
地
元
の
発
案
」
が
主
で
し
た
。
中
心

に
な
る
の
は
庄
屋
ク
ラ
ス
の
人
た
ち
で
、

村
の
人
た
ち
と
と
も
に
あ
る
程
度
ま
で

は
自
力
で
や
り
ま
す
が
、
人
を
雇
っ
た

り
費
用
が
か
さ
む
場
合
は
藩
や
幕
府
に

相
談
し
ま
し
た
。
藩
や
幕
府
も
石
高
が

増
え
る
の
は
悪
い
話
で
は
な
い
の
で
、

う
ま
く
交
渉
す
れ
ば
資
金
を
提
供
し
て

も
ら
え
ま
し
た
。

当
時
の
人
た
ち
の
、
水
を
使
う
、
あ

る
い
は
治
め
る
た
め
の
「
見
る
目
」
は

大
し
た
も
の
で
し
た
。
信
濃
川
の
大
河

津
分
水
路
は
１
９
３
１
年
（
昭
和
６
）
の

完
成
で
す
が
、
計
画
そ
の
も
の
は
江
戸

中
期
の
享
保
年
間
（
１
７
１
６

―１
７
３
６
）

か
ら
あ
っ
た
の
で
す
。
当
時
の
人
た
ち

が
「
新
潟
平
野
の
洪
水
を
止
め
る
に
は
、

あ
そ
こ
で
分
水
す
る
し
か
な
い
」
と
標

高
差
も
含
め
て
考
え
た
ん
で
す
ね
。　

鹿
児
島
県
鹿か
の
や屋
市
に
、
マ
テ
バ
シ
イ

の
枝
を
刈
っ
て
束
ね
て
置
い
て
取
水
す

る
「
柴し
ば
い
ぜ
き

井
堰
」（
注
）
が
あ
り
ま
す
。
農

業
用
水
を
得
る
た
め
だ
け
な
ら
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
可
動
堰
に
す
れ
ば
よ
い

の
で
す
が
、
あ
え
て
続
け
る
こ

と
で
「
来
月
の
何
日
に
や
ろ

う
」
と
相
談
し
た
り
、
若
い

人
は
技
を
も
つ
人
に
や
り
方

を
教
わ
る
。
終
わ
っ
た
ら
お

酒
も
飲
む
で
し
ょ
う
。
そ
れ

が
ま
た
地
域
を
つ
く
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

水
の
脅
威
か
ら
逃
れ
る
、
あ
る
い
は

水
を
確
保
す
る
方
法
を
そ
の
土
地
に
住

ん
で
い
る
人
が
考
え
、
話
し
合
い
、
資

金
も
調
達
す
る
。
水
を
治
め
る
こ
と
は
、

た
ん
な
る
水
量
管
理
で
は
な
く
、
地
域

づ
く
り
と
分
離
で
き
な
い
も
の
で
し
た
。

自
分
た
ち
で
選
ん
だ

集
落
の「
水
役
人
」

日
本
の
農
村
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
水
不
足
の
社
会
で
す
。
水
は
豊
富
な

よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
谷
底
を
流
れ
て

い
る
川
か
ら
は
水
を
汲
み
上
げ
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
生
活
用
水
な
ら
桶
に

組
ん
で
天
秤
棒
で
担
い
で
、
と
い
う
こ

と
も
で
き
な
く
は
な
い
で
す
が
、
農
業

用
水
と
し
て
は
足
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
集
落
の
上
流
で
取
水
し
て
、

長
い
用
水
路
を
つ
く
っ
て
水
を
引
い
て

き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
水
路
は
土
で
す
か

ら
、
水
が
し
み
込
ん
で
し
ま
う
。
取
水

口
で
得
た
水
が
田
ん
ぼ
に
到
着
す
る
と

き
に
は
半
分
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
粘
土
質
の
土
を
持
っ
て
き
て
し

み
込
み
や
す
い
場
所
を
固
め
る
と
い
う

こ
と
を
ず
っ
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
状
態
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と

渇
水
に
な
る
と
た
ち
ま
ち
水
が
足
り
な

く
な
り
ま
す
。
水
田
を
も
つ
集
落
に
と

っ
て
水
の
分
配
は
死
活
問
題
で
す
。
み

ん
な
自
分
の
田
に
は
水
が
欲
し
い
の
で
、

（注）柴井堰
『水の文化』60号の特集「水の守人」
にて掲載（p42-45）。

写真：福島県南会津町水引（みずひき）集落の湧き水「水引の
清水」とそれを祀る「山神社」。この水に惹かれた猟師3人が文
安年間（1444-1449）に移り住んだのが集落の端緒とされる

日本人は自然を相手にどう生きてきたのか
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話
し
合
い
で
は
決
ま
り
ま
せ
ん
。
で
は

ど
う
し
た
か
？

集
落
が
独
自
に
「
水

役
人
」
を
立
て
、
水
の
分
配
を
そ
の
人

に
一
任
し
た
の
で
す
。
水
役
人
の
生
活

は
集
落
が
保
障
し
ま
し
た
。

水
役
人
は
、
み
ん
な
が
「
あ
の
人
な

ら
公
平
に
考
え
て
く
れ
る
」
と
信
頼
で

き
る
人
物
で
、
し
か
も
こ
れ
か
ら
雨
が

降
る
の
か
降
ら
な
い
の
か
予
想
で
き
る

ほ
ど
自
然
の
こ
と
に
も
精
通
し
て
い
ま

し
た
。
水
を
止
め
て
い
る
う
ち
に
腐
ら

せ
て
し
ま
っ
て
は
元
も
子
も
な
い
の
で
、

稲
に
関
す
る
知
識
も
豊
富
で
し
た
。

水
役
人
は
お
年
寄
り
が
務
め
る
こ
と

が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
弟
子
を
養
成

し
て
い
る
地
域
も
あ
り
ま
し
た
。
弟
子

が
予
想
以
上
に
早
く
一
人
前
に
な
り
、

師
匠
も
元
気
な
場
合
、
他
の
集
落
か
ら

「
師
匠
を
う
ち
に
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う

か
」
と
声
が
か
か
る
。
そ
う
い
う
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
も
あ
っ
た
の
で
す
。
師
匠
は

よ
そ
の
集
落
に
引
っ
越
し
て
水
役
人
と

な
り
、
そ
こ
で
も
弟
子
を
養
成
す
る
と

い
う
こ
と
が
各
地
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
水
の
分
配
に
限
っ
た
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
農
村
で
は
獣
害

が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
期

は
も
っ
と
ひ
ど
か
っ
た
。
そ
こ
で
村
専

用
の
猟
師
を
立
て
、
彼
ら
に
一
年
中
動

物
を
追
い
か
け
て
も
ら
う
代
わ
り
に
、

賃
金
に
あ
た
る
も
の
は
村
で
保
障
し
ま

し
た
。
漁
師
に
は
鉄
砲
が
必
要
で
す
の

で
、
庄
屋
が
藩
と
交
渉
し
ま
す
。
ほ
と

ん
ど
の
藩
が
「
わ
か
っ
た
。
30
丁
渡
そ

う
」
な
ど
と
許
可
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
鉄
砲
は
ご
法
度
で
す
が
、
幕
府
は
黙

認
し
ま
す
。

か
つ
て
、
役
人
と
は
そ
の
名
の
通
り

「
一
つ
の
役
を
や
る
人
」
で
し
た
。
地

元
の
人
は
、
必
要
だ
と
思
え
ば
こ
う
し

た
役
人
を
自
分
た
ち
で
立
て
て
い
た
の

で
す
。し

た
た
か
に
進
め
た

藩
・
幕
府
と
の
交
渉

江
戸
期
は
、
基
本
的
に
正
規
の
役
人

が
地
元
に
は
い
ま
せ
ん
。
代
官
所
や
郡

奉
行
は
遠
い
う
え
、
彼
ら
も
勝
手
に
村

に
入
る
こ
と
は
で
き
ず
「
○
月
○
日
に

行
く
」
と
通
達
し
て
か
ら
や
っ
て
く
る
。

今
は
、
田
ん
ぼ
や
畑
の
こ
と
を
一
括

り
に
田た

畑は
た

と
い
い
ま
す
が
、
も
と
も
と

は
田
畑
と
畑は
た

田だ

が
あ
り
ま
し
た
。
田
畑

は
、
水
が
豊
富
な
年
は
水
田
に
し
ま
す

が
、
水
が
あ
ま
り
豊
富
で
は
な
い
と
判

断
す
る
と
畑
に
す
る
。
畑
田
は
、
普
段

は
畑
だ
け
れ
ど
水
が
豊
富
な
年
だ
け
田

ん
ぼ
に
す
る
。
春
に
そ
の
年
の
気
候
を

読
ん
で
判
断
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
一
種

の
水
調
整
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
年
貢
の
ご
ま
か
し

の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
畑
は
年
貢
が
か

か
ら
な
い
場
合
が
多
い
の
で
、
代
官
に

は
「
こ
こ
は
畑
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言

う
け
れ
ど
、
実
際
に
は
田
ん
ぼ
に
し
て

い
る
ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、「
隠
し
田
」
と
は
、
山
奥
の
見
え
な

い
と
こ
ろ
に
ひ
っ
そ
り
田
ん
ぼ
を
つ
く
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
誰
が
見
て
も
わ

か
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
領
主
に
は
「
こ

こ
は
遊
水
地
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
雨
の

時
に
水
が
溜
ま
る
場
所
に
過
ぎ
ま
せ
ん
」

と
言
う
。「
稲
が
あ
る
で
は
な
い
か
！
」

と
指
摘
さ
れ
て
も
「
上
流
か
ら
流
れ
て

き
た
も
の
が
、
た
ま
た
ま
根
を
張
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
す
ね
」
と
ご
ま
か
し

ま
す
。
そ
う
し
て
年
貢
を
で
き
る
だ
け

回
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
で
も
罰
金
を
と
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
し
た
。
20
両
支
払
え
と
い
わ
れ

た
ら
し
か
た
が
な
い
と
、
庄
屋
が
村
人

か
ら
お
金
を
集
め
て
支
払
う
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
20
両
は
必
ず
あ
と
で

戻
っ
て
き
ま
す
。
領
主
は
「
お
前
た
ち

が
ご
ま
か
す
の
は
水
路
が
不
完
全
で
水

が
安
定
し
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
金

で
水
路
を
改
修
し
な
さ
い
」
と
20
両
を

差
し
出
す
。
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
る
か

ら
村
人
も
罰
金
に
応
じ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
村
人
は
「
は
い
、

わ
か
り
ま
し
た
」
と
答
え
る
も
の
の
、

従
う
気
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
面
従

腹
背
で
す
ね
。
一
方
、
藩
も
あ
ま
り
強

硬
に
事
を
進
め
て
一
揆
が
起
き
る
と
困

る
の
で
、
適
当
な
と
こ
ろ
で
収
め
る
し

日当たりがよい山の中腹にある水引集落。山の水を水路で引き込んでいる

水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産
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か
な
い
。
農
民
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
力
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

田
畑
と
畑
田
の
使
い
分
け
、
隠
し
田

の
あ
り
方
な
ど
、
江
戸
期
の
自
治
は
実

に
巧
妙
で
し
た
。
そ
れ
は
、
水
や
災
害

対
策
な
ど
そ
の
土
地
で
暮
ら
す
た
め
に

必
要
な
こ
と
を
、
す
べ
て
自
分
た
ち
の

手
で
や
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。

水
を
治
め
る
権
利
は

地
域
か
ら
国
へ

と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
に
な
る
と
地

元
が
手
を
出
せ
な
く
な
り
ま
す
。
川
を

治
め
る
権
利
を
、
国
が
地
元
の
人
か
ら

取
り
上
げ
た
か
ら
と
言
っ
て
も
い
い
で

し
ょ
う
。
そ
の
あ
た
り
か
ら
地
域
社
会

が
お
か
し
く
な
り
ま
す
。　

も
ち
ろ
ん
、
明
治
時
代
も
悪
い
こ
と

ば
か
り
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

西
洋
技
術
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
例

え
ば
揚
水
ポ
ン
プ
で
川
の
水
を
汲
み
上

げ
て
、
水
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

地
域
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
水
利
組
合

が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
で
、
複
数
の
地
域

の
合
意
と
協
力
が
な
け
れ
ば
で
き
な
か

っ
た
大
河
津
分
水
路
の
よ
う
な
大
工
事

も
進
み
ま
し
た
。

劇
的
に
変
わ
っ
た
の
は
、
１
９
５
２

年
（
昭
和
27
）
に
国
産
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ミ
キ
サ
ー
車
が
登
場
し
て
か
ら
で
す
。

そ
れ
ま
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
現
場
で
人

の
手
で
こ
ね
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

ミ
キ
サ
ー
車
が
登
場
す
る
と
、
大
量
か

つ
安
価
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
使
え
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
「
コ
ン
ク
リ

を
打
っ
て
お
け
ば
大
丈
夫
」
と
い
う
神

話
が
生
ま
れ
、
川
だ
け
で
な
く
自
然
環

境
そ
の
も
の
が
つ
く
り
か
え
ら
れ
、
地

域
社
会
は
さ
ら
に
崩
れ
て
い
き
ま
し
た
。

た
だ
し
、
農
業
用
水
に
限
っ
て
い
え

ば
、
水
の
分
配
だ
け
は
地
元
で
や
っ
て

い
る
ケ
ー
ス
が
最
近
ま
で
各
地
に
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
水
の
分
配
が
地
域
社
会

を
辛
う
じ
て
保
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

圃ほ
じ
ょ
う場
整
備
が
進
ん
で
水
路
が
暗あ

ん
き
ょ渠
に
な

り
、
水
が
目
に
つ
か
な
く
な
る
。
つ
ま

り
、
田
ん
ぼ
の
水
さ
え
都
市
の
水
道
の

水
と
同
じ
よ
う
な
存
在
に
な
っ
た
の
で

す
。
水
を
治
め
て
ど
う
生
き
て
い
く
か

が
抜
け
落
ち
る
の
で
、
見
た
目
は
農
村

景
観
で
あ
る
け
れ
ど
、
農
村
的
地
域
社

会
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
ど
う
に
か
す
る
に
は
、
川
を

含
め
た
自
然
を
治
め
て
い
く
権
限
を
、

地
域
の
人
た
ち
が
昔
の
よ
う
に
自
ら
の

手
に
取
り
戻
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

今
の
し
く
み
だ
と
、
住
民
は
要
求
し
か

で
き
な
い
。
住
民
が
管
理
設
計
で
き
る

よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

か
つ
て
は
地
域
の
人
が
発
案
し
、
そ

れ
を
藩
や
幕
府
が
応
援
し
て
地
域
社
会

が
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

県
や
国
は
出
て

く
る
な
、
と
い

う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
主

導
権
は
地
元
の

人
た
ち
に
あ

る
」
と
い
う
こ

と
を
尊
重
で
き

る
社
会
に
ど
う

戻
し
て
い
く
の
か
が
論
点
で
す
。

水
と
ど
う
生
き
る
か
が

地
域
社
会
を
左
右
す
る

皆
さ
ん
は
、「
地
域
」
と
い
わ
れ
て
ど

う
い
う
範
囲
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。

　

私
は
群
馬
県
の
上
野
村
で
暮
ら
し
て

い
ま
す
が
、
隣
の
村
の
人
と
も
付
き
合

っ
て
い
ま
す
し
、
買
い
物
は
近
く
の
都

市
部
へ
出
か
け
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

時
と
場
合
に
よ
っ
て
地
域
の
範
囲
は
変

わ
る
も
の
で
す
。
地
域
と
い
う
言
葉
は

も
っ
と
重
層
的
な
概
念
で
あ
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
重
層
的
な
構
造

こ
そ
が
本
来
の
社
会
の
姿
だ
と
言
っ
て

も
よ
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
以
降
の
日
本

は
、
中
央
集
権
国
家
と
し
て
あ
ら
ゆ
る

レ
ベ
ル
で
全
国
的
な
一
元
化
を
推
し
進

め
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
地
域
の

独
自
性
は
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
き
ま

す
。
今こ
ん
に
ち日
で
は
、
地
域
と
い
う
言
葉
は

市
区
町
村
と
い
う

行
政
単
位
と
一
緒

に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
結
果
、

一
人
ひ
と
り
が
孤

立
し
て
、「
行
政
に

管
理
さ
れ
て
い
る

個
々
の
存
在
」
と

な
っ
て
い
ま
す
。

先
人
た
ち
が
も
っ
と
立
体
的
な
地
域

社
会
で
手
を
携
え
て
生
き
て
い
た
こ
と

を
、
私
た
ち
は
思
い
出
す
べ
き
で
す
。

そ
し
て
、
地
域
社
会
の
基
本
を
つ
く
っ

て
い
た
軸
の
一
つ
が
「
水
」
だ
っ
た
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

自
分
た
ち
の
地
域
の
水
管
理
は
こ
う

あ
る
べ
き
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
水
害

対
策
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
を

自
ら
発
案
し
、
社
会
を
形
成
し
て
い
こ

う
と
考
え
る
―
―
。
そ
れ
が
今
、
も
っ

と
も
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
２
０
年
８
月
25
日
取
材
）

日本人は自然を相手にどう生きてきたのか

総面積
3,780万ha

森林
66.3％農地

11.8％

原野など 0.9％
水面、河川、水路 3.6％
道路 3.7％
宅地 5.2％ その他

8.7％

■国土の利用形態別
構成比

水引集落の山に近い家々では、今も
庭先に引き込んだ山の水で洗い物
をする。大雨が降った後は近所の人
たちと水路の泥をさらいに行くという

【概論】

出典：総務省統計局「第69回 日本統計年
鑑」（2020年）

（注）数値の単位未満を四捨五入している
ため、構成比を合計しても100とはならない



水
と
か
か
わ
る
う
え
で
の

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫

　

水
は
常
に
循
環
し
て
い
て
、
時
間
的

に
も
空
間
的
に
も
変
動
し
ま
す
。
そ
ん

な
水
に
対
し
、
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
を
し
て
活
用
し
た
り
、
も
た
ら
さ
れ

る
悪
影
響
を
回
避
し
た
り
し
て
き
ま
し

た
。

　

人
間
に
よ
る
最
初
の
工
夫
は
、
洪
水

や
冠
水
を
避
け
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
人
間
は
、
農
耕
牧
畜
を
始
め

る
前
ま
で
は
１
５
０
人
く
ら
い
の
集
団

で
狩
猟
採
集
を
行
な
っ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
集
団

で
は
、
長
老
的
な
人
物
が
集
団
を
危
機

に
陥
れ
る
付
近
の
水
の
状
況
を
把
握
す

る
た
め
の
知
恵
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で

す
。

　

次
の
段
階
が
農
業
生
産
の
た
め
の
工

夫
で
す
。
定
住
型
の
農
耕
が
確
立
さ
れ

る
前
の
時
代
か
ら
、
食
用
の
植
物
に
人

為
的
に
水
を
か
け
る
こ
と
で
生
育
が
安

定
す
る
と
い
う
発
見
は
な
さ
れ
て
い
て
、

一
部
の
地
域
で
は
そ
う
し
た
行
為
が
行

な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

作
物
生
育
に
お
け
る
水
の
役
割
が
認

知
さ
れ
る
と
、
次
は
さ
ら
な
る
工
夫
で

「
安
定
し
た
供
給
」
を
目
指
す
よ
う
に

な
り
、
近
く
の
渓
流
の
水
を
自
分
た
ち

の
農
地
ま
で
引
い
て
使
う
と
い
っ
た
、

初
歩
的
な
「
灌
漑
」
と
呼
ぶ
べ
き
段
階

に
入
っ
て
い
き
ま
す
。

　

安
定
し
て
水
が
手
に
入
る
状
況
と
い

う
の
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
し
た
。
自

然
の
川
の
水
位
や
流
量
は
変
わ
り
ま
す

し
、
雨
が
溜
ま
っ
て
で
き
る
水
溜
ま
り

も
、
時
間
が
経
て
ば
枯
れ
て
消
え
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
ん
な
水
を
定
常
的
に
安

定
し
て
利
用
で
き
る
技
術
が
育
ま
れ
て

い
く
と
、
水
を
資
源
と
す
る
道
が
開
け

て
い
き
ま
し
た
。

「
灌
漑
」
に
近
い
段
階
に
進
む
過
程
で

は
、
過
渡
的
な
工
夫
も
見
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
な
ん
ら
か
の
し
く
み
で
雨
水

を
溜
め
利
用
す
る
工
夫
や
、
エ
ジ
プ
ト

の
ナ
イ
ル
川
流
域
な
ど
で
行
な
わ
れ
て

い
た
、
季
節
的
な
氾
濫
が
も
た
ら
す
湛

水
や
土
砂
を
農
業
に
活
か
す
と
い
っ
た

も
の
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
を
厳
密
に
は

「
灌
漑
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
す
ば

ら
し
い
工
夫
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
自
然
界
に
存
在
す
る
水
で
、

定
常
化
や
安
定
化
、
資
源
化
す
る
際
に

扱
い
や
す
い
の
は
、
動
き
の
遅
い
地
下

水
で
し
た
。
地
下
水
は
地
上
に
出
る
と

多
く
は
流
水
と
な
っ
て
動
き
出
す
の
で

扱
い
に
く
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

地
下
に
溜
ま
っ
て
い
る
状
態
で
あ
れ
ば

比
較
的
扱
い
や
す
い
も
の
で
す
。
た
だ

し
、
利
用
す
る
に
は
地
中
か
ら
地
上
へ

水
を
汲
み
上
げ
る
技
術
が
必
要
に
な
り

使
い
な
が
ら
守
り
つ
づ
け
る

灌
漑
施
設
か
ら
学
ぶ
こ
と

地
表
を
流
れ
る
、
あ
る
い
は
地
下
に
潜
む
水
を
、
農
作
物
を
育
て
る
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
、
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
重
ね
て
き
た
。

水
を
溜
め
、
水
路
を
引
く
な
ど
し
て
耕
作
地
を
潤
す
こ
と
を
「
灌か
ん

漑が
い

」
と
呼
ぶ
が
、
日
本
中
に
広
が
る
灌
漑
施
設
は
、
運
用
方
法
も

含
め
て
海
外
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
土
地
で
使
いつ
づ
け
ら
れ
る
灌
漑
施
設
の
課
題
や
展
望
を
、
熊
本
大
学
く
ま
も
と
水

循
環
・
減
災
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
特
任
教
授
で
国
際
か
ん
が
い
排
水
委
員
会
の
国
内
委
員
長
も
務
め
る
渡
邉
紹
裕
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
。

【灌漑】

Tsugihiro Watanabe
1953年栃木県生まれ。京都大学大学院農学研
究科博士後期課程（農業工学専攻）研究指導認
定退学。博士（農学）。専門分野は農業土木学

（灌漑排水学）。総合地球環境学研究所教授、京
都大学教授などを経て2019年4月から現職。水に
関する国内外の人や団体の連携協力を目指す一
般社団法人 Com aquaの代表理事も務める。共
著に『地域環境水利学』『農村地域計画学』など。

インタビュー

渡邉紹裕さん

熊本大学くまもと水循環・
減災研究教育センター特任教授
国際かんがい排水委員会（ICID）

国内委員長

10水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産



荒野だった栃木県の複合扇状地・那須野ヶ原を農業地域に変えた「那
須疏水」。1885年（明治18）開削。安積（あさか）疏水（福島県）と琵
琶湖疏水（滋賀県・京都府）とともに「日本三大疏水」と呼ばれる（『水
の文化』50号の連載「Go! GO! 109水系」にて掲載［p46-47］）

ま
す
。

　

時
間
的
に
安
定
な
、
つ
ま
り
い
つ
で

も
手
に
入
る
状
態
に
す
る
た
め
に
は
、

河
川
水
や
汲
み
上
げ
た
地
下
水
を
溜
め

て
お
く
技
術
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
水
を
汲
み
上
げ
、
溜
め
、

そ
し
て
引
き
入
れ
て
利
用
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
ま
で
と
比
し
て
か
な
り
人
為
的
な

も
の
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
水
を
利

用
す
る
際
の
技
術
の
根
幹
に
あ
る
も
の

と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
「
揚
水
」
と
「
貯
水
」
そ
し
て

「
導
水
」
に
は
、
道
具
を
使
っ
て
行
な

う
も
の
と
、
土
地
を
改
変
さ
せ
て
行
な

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
「
手

の
延
長
」「
大
地
の
延
長
」
と
い
っ
た
表

現
も
さ
れ
ま
す
が
、
揚
水
の
た
め
の
道

具
づ
く
り
の
技
術
や
、
貯
水
や
導
水
の

技
術
が
磨
か
れ
、
掛
け
合
わ
さ
れ
て
い

く
な
か
で
発
展
し
て
い
き
、
い
ろ
い
ろ

な
技
術
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の

過
程
で
、
各
地
で
生
ま
れ
て
い
っ
た
も

の
が
今
も
受
け
継
が
れ
活
用
さ
れ
て
い

る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
、
多
く
あ
り
ま
す
。

「
灌
漑
」の
定
義
と

灌
漑
施
設
の
種
類

「
灌
漑
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
も

の
に
は
若
干
の
幅
が
あ
り
ま
す
。
た
ん

に
「
土
に
水
を
供
給
す
る
」
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、「
人
為
の
作
業
に
よ
る
施

設
を
用
い
て
」
の
供
給
と
い
う
側
面
を

重
視
す
る
の
が
普
通
で
す
。「
人
為
の
作

業
」
で
施
設
を
建
設
す
る
に
は
、
な
ん

ら
か
の
「
共
同
」
が
必
要
で
あ
る
た
め
、

共
同
的
な
建
設
と
維
持
管
理
が
そ
の
要

件
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
家
庭
で
植
木
鉢
の
土
に

水
を
か
け
る
こ
と
は
灌
漑
か
と
い
え
ば
、

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
庭
菜
園
に

水
を
ま
く
の
も
ほ
ぼ
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

ど
ち
ら
も
個
人
で
行
な
う
も
の
で
、
そ

の
た
め
の
施
設
建
設
な
ど
も
経
て
い
な

い
か
ら
で
す
。

　

日
本
の
水
田
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
灌
漑

に
よ
っ
て
稲
作
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
が
共
同
で
建
設
し
た
水
路
な

ど
の
施
設
を
使
い
、
水
田
に
水
を
供
給

し
て
い
る
た
め
で
す
。
な
お
、
対
照
的

に
、
日
本
の
畑
は
灌
漑
さ
れ
て
い
る
ケ

ー
ス
は
か
な
り
少
な
く
、
全
畑
地
の
２

割
程
度
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

畑
作
は
も
と
も
と
水
が
得
に
く
い
場
所

で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
し

た
場
所
に
水
を
引
く
の
は
多
額
の
費
用

が
か
か
る
こ
と
。
そ
し
て
、
畑
作
で
水

が
も
っ
と
も
必
要
と
な
る
夏
を
含
め
て
、

日
本
で
は
、
灌
漑
施
設
が
な
く
て
も
作

物
に
必
要
な
水
が
雨
で
賄
え
る
と
い
っ

た
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　

灌
漑
施
設
の
種
類
は
、
世
界
各
地
を

見
て
も
さ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま

せ
ん
、
水
を
取
り
入
れ
る
た
め
の
堰
、

農
地
に
水
を
運
ぶ
水
路
、
運
ぶ
途
中
で

水
を
分
け
る
施
設
、
不
要
な
水
を
排
水

す
る
た
め
の
施
設
な
ど
で
す
。
寒
冷
地

で
あ
れ
ば
水
田
に
入
る
水
の
温
度
を
上

げ
る
施
設
な
ど
も
つ
く
り
ま
す
。
そ
し

て
、
実
際
に
水
を
使
う
水
田
な
ど
水
路

か
ら
農
地
に
水
を
給
水
す
る
た
め
の
ゲ

ー
ト
な
ど
の
装
置
。
溜
池
や
ダ
ム
の
よ

う
な
貯
水
の
た
め
の
施
設
も
も
ち
ろ
ん

灌
漑
施
設
で
す
。
こ
う
し
た
施
設
は
、

規
模
の
違
い
な
ど
は
あ
っ
て
も
、
ほ
ぼ

世
界
で
同
じ
原
理
に
よ
る
似
た
も
の
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
世
界
か
ん
が
い
施
設
遺
産
」

が
生
ま
れ
た
背
景

　

灌
漑
な
ど
の
分
野
で
、
科
学
技
術
の

研
究
開
発
、
交
流
促
進
を
図
る
こ
と
な

ど
を
目
的
に
70
年
前
に
設
立
さ
れ
た
非

営
利
の
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
国
際
か
ん

が
い
排
水
委
員
会
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
）
で

は
、
２
０
１
４
年
よ
り
歴
史
的
な
灌
漑

施
設
を
「
世
界
か
ん
が
い
施
設
遺
産
」

と
し
て
認
定
・
登
録
す
る
取
り
組
み
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
制
度
が

生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
灌
漑
事
業
を
取

り
巻
く
状
況
の
変
化
が
あ
り
ま
す
。

　

大
規
模
な
灌
漑
の
多
く
は
、
第
二
次

大
戦
後
に
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
世
界

銀
行
や
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
な
ど
の
出
資

の
も
と
で
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

次
々
と
実
現
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た

の
で
す
。そ
の
結
果
、現
在
の
世
界
の
農

11 使いながら守りつづける灌漑施設から学ぶこと
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水田を含む水循環の模式図（日本の例）
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地
面
積
の
20
％
ほ
ど
は
、
灌
漑
に
よ
り

人
為
的
に
水
が
供
給
さ
れ
て
い
る
灌
漑

農
地
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
灌
漑
農
地

で
世
界
の
食
糧
生
産
の
40
％
を
賄
っ
て

い
る
と
さ
れ
、
果
た
し
て
い
る
役
割
は

非
常
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
は
以
前
の
よ

う
な
大
規
模
な
灌
漑
事
業
は
行
な
わ
れ

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
理
由
は
灌
漑
農

地
と
し
て
開
発
す
る
の
に
適
し
た
場
所

が
減
っ
て
き
た
こ
と
や
、
灌
漑
施
設
を

必
要
と
す
る
開
発
途
上
国
の
財
政
状
況

の
悪
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
環
境
に
与
え
る
影
響
か
ら
も

灌
漑
は
難
し
い
立
場
に
あ
り
ま
す
。
農

業
と
い
う
の
は
膨
大
な
水
を
使
い
ま
す
。

限
り
あ
る
水
を
い
か
に
使
い
尽
く
し
て
、

生
産
を
少
し
で
も
拡
大
・
改
善
す
る
か

は
、
基
本
的
な
発
想
で
あ
り
、
例
え
ば

江
戸
時
代
に
新
田
開
発
が
進
ん
だ
時
代

に
な
る
と
、
稲
が
生
育
さ
れ
る
夏
は
日

本
の
多
く
の
川
で
水
の
流
れ
が
途
切
れ

ま
し
た
。
川
の
水
は
水
田
に
回
さ
れ
、

水
の
豊
か
な
農
地
や
農
村
が
生
ま
れ
る

一
方
で
、
干
上
が
っ
た
川
が
数
多
く
出

現
し
て
、「
瀬
切
れ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

な
現
象
が
広
く
起
こ
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
れ
と
似
た
こ
と
が
と
て
つ
も
な
い

ス
ケ
ー
ル
で
起
き
た
の
が
中
央
ア
ジ
ア

の
ア
ラ
ル
海
で
す
。
旧
ソ
連
の
共
和
国
、

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の

間
に
あ
っ
た
世
界
で
４
番
目
の
大
き
さ

の
湖
だ
っ
た
ア
ラ
ル
海
は
、
周
辺
の
砂

漠
を
大
農
地
に
す
る
た
め
に
、
流
入
す

る
２
つ
の
大
河
川
か
ら
取
水
す
る
大
規

模
な
灌
漑
事
業
が
１
９
６
０
年
代
か
ら

行
な
わ
れ
、
流
入
す
る
水
量
は
激
減
し
、

ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
開
拓
さ
れ
た
大
規
模
農
場
で
は
綿

花
や
小
麦
、
米
な
ど
が
生
産
さ
れ
、
貴

重
な
食
糧
生
産
基
地
と
な
り
ま
し
た
が
、

一
方
で
、
ア
ラ
ル
海
の
水
位
は
年
々
下

が
り
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
が
干
上
が
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
で
、

ア
ラ
ル
海
の
漁
業
や
生
態
系
は
壊
滅
し
、

周
辺
農
地
で
も
農
薬
に
よ
る
汚
染
が
広

が
り
ま
し
た
。
周
辺
の
気
候
も
変
化
し

た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
、
規
模
の
違
い
は

あ
れ
世
界
中
で
起
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
灌
漑
が
環
境
に
与
え
る
影
響
と
い

う
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
り
、
灌
漑
を

抑
制
す
る
原
因
と
も
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。

「
灌
漑
は
是
か
非
か
」
で
は
な
い
、
別

角
度
か
ら
の
議
論
も
あ
り
ま
す
。「
現
状

の
灌
漑
施
設
で
取
得
し
て
い
る
水
を
よ

り
効
率
的
に
使
い
、
新
た
な
開
発
を
せ
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─2014─
1 稲生川（青森）
2 雄川堰（群馬）
3 深良用水（静岡）
4 七ヶ用水（石川）
5 立梅用水（三重）
6 狭山池（大阪）
7 淡山疏水（兵庫）
8 山田堰・堀川用水・
　水車群（福岡）
9 通潤用水（熊本）
─2015─
10 上江用水路（新潟）
11曽代用水（岐阜）
12入鹿池（愛知）
13久米田池（大阪）

登録年（西暦）／名称（都道府県名）

─2016─
14 照井堰用水（岩手）
15内川（宮城）
16安積疏水（福島）
17長野堰用水（群馬）
18村山六ヶ村堰疏水（山梨）
19拾ケ堰（長野）
20滝之湯堰・大河原堰（長野）
21源兵衛川（静岡）
22足羽川用水（福井）
23明治用水（愛知）
24南家城川口井水（三重）
25常盤湖（山口）
26満濃池（香川）
27幸野溝・百太郎
　溝水路群（熊本）

─2017─
28 土淵堰（青森）
29那須疏水（栃木）
30松原用水・牟呂用水（愛知）
31小田井用水路（和歌山）
─2018─
32 北楯大堰（山形）
33五郎兵衛用水（長野）
34大和川分水築留掛かり（大阪）
35白川流域かんがい用水群（熊本）
─2019─
36 十石堀（茨城）
37見沼代用水（埼玉）
38倉安川・百間川
　かんがい排水施設群（岡山）
39菊池のかんがい用水群（熊本）

※候補施設として
　ICID本部に申請中
●天狗岩用水（群馬）
●備前渠用水路（埼玉）
●常西合口用水（富山）

ず
と
も
必
要
な
農
業
用
水
を
確
保
で
き

な
い
の
か
」「
都
市
化
が
進
ん
で
農
地

が
減
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
施
設
を
改
修

す
る
な
ど
し
て
取
水
す
る
水
を
減
ら
せ

な
い
か
」
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。

　

粗
放
で
効
率
の
悪
い
水
の
管
理
を
改

め
る
こ
と
や
、
施
設
改
修
な
ど
に
よ
っ

て
農
業
用
水
の
一
部
を
都
市
に
回
す
と

い
っ
た
合
理
化
は
、
学
術
的
に
も
世
界

で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
施

設
の
改
修
は
費
用
が
か
か
り
、
管
理
の

改
善
は
管
理
体
制
の
仕
立
て
直
し
が
肝

と
な
り
社
会
や
文
化
と
も
か
か
わ
る
こ

と
か
ら
、
実
現
は
簡
単
に
進
み
ま
せ
ん
。

こ
の
あ
た
り
は
、
気
候
変
動
対
応
と
も

合
わ
せ
て
喫
緊
の
課
題
で
す
。

日
本
の
灌
漑
施
設
の

世
界
と
の
決
定
的
な
違
い

　

こ
の
よ
う
に
課
題
の
な
か
で
は
あ
り

ま
す
が
、
人
類
の
食
糧
生
産
を
支
え
て

き
た
灌
漑
の
歴
史
や
発
展
の
経
緯
を
明

ら
か
に
し
、
理
解
醸
成
を
図
る
べ
き
と

い
う
考
え
か
ら
「
世
界
か
ん
が
い
施
設

遺
産
」
の
制
度
は
誕
生
し
て
い
ま
す
。

課
題
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
意
義
や

役
割
を
再
確
認
し
て
、
よ
り
よ
い
管
理

を
求
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

認
定
・
登
録
に
お
い
て
は
、
つ
く
ら

れ
て
か
ら
１
０
０
年
以
上
が
経
っ
た
施

設
で
、
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を

対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
は
突
出
し
て
多
く
の
世
界
か
ん

が
い
施
設
遺
産
が
認
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
去
年
ま
で
に

認
証
さ
れ
た
全
世
界
の
91
施
設
の
う
ち
、

39
が
日
本
に
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
農

林
水
産
省
を
中
心
と
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
の

国
内
委
員
会
や
対
象
地
域
が
熱
心
で
あ

る
の
が
最
大
の
理
由
で
す
が
、
日
本
の

灌
漑
施
設
が
世
界
と
は
少
し
違
っ
た
特

殊
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
の
も

理
由
の
一
つ
で
す
。

　

日
本
の
灌
漑
施
設
の
世
界
と
の
違
い

と
し
て
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
の
は
、
国
や
地
方
自
治
体
か
ら
支

援
こ
そ
受
け
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
土
地

改
良
区
と
い
う
受
益
す
る
農
家
が
集
ま

っ
て
つ
く
る
組
織
が
中
心
的
な
役
割
を

果
た
し
て
施
設
を
つ
く
り
、
完
成
後
は

自
ら
管
理
す
る
「
農
民
参
加
型
水
管

理
」
と
い
う
手
法
で
す
。
多
く
は
、
近

世
以
前
に
開
発
さ
れ
た
地
域
の
農
地
や

灌
漑
施
設
を
、
近
代
的
な
技
術
で
施
設

の
改
修
を
図
り
な
が
ら
も
、
農
家
が
継

承
し
て
現
役
と
し
て
活
躍
さ
せ
て
い
る

の
で
す
。
こ
う
し
た
姿
は
日
本
中
で
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

海
外
で
は
灌
漑
は
国
家
事
業
で
あ
り
、

基
幹
施
設
の
建
設
や
管
理
は
国
が
主
導

す
る
形
が
ほ
と
ん
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
灌
漑
は
小
規
模
な
も
の
が
多
い

こ
と
か
ら
農
家
主
体
で
も
管
理
を
完
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
面
も
あ
る

の
で
す
が
、
灌
漑
管
理
の
実
績
あ
る
見

本
と
し
て
他
国
か
ら
参
考
と
さ
れ
る
こ

と
も
多
い
の
で
す
。

「
世
界
か
ん
が
い
施
設
遺
産
」
は
ま
だ

立
ち
上
が
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
将
来

的
に
は
、
認
定
施
設
を
通
し
た
灌
漑
へ

の
理
解
を
図
る
こ
と
に
加
え
、
観
光
の

一
端
を
担
え
る
も
の
と
し
て
地
域
で
認

識
し
、
活
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
く

こ
と
に
協
力
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、
観
光
客
を
呼
べ
ば

い
い
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、

施
設
を
有
す
る
地
域
の
方
々
が
故
郷
の

灌
漑
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
や
現
在
の
状
況

に
つ
い
て
知
り
、
地
域
の
自
然
と
歴
史

や
文
化
を
見
直
す
機
会
と
な
る
こ
と
を

望
み
ま
す
。

　

認
定
施
設
は
発
想
や
技
術
の
高
さ
、

苦
労
な
ど
称
え
ら
れ
る
べ
き
部
分
は
多

く
あ
り
ま
す
が
、
コ
ア
に
あ
る
の
は
灌

漑
の
定
義
に
も
含
ま
れ
る
「
共
同
」
の

部
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
組
織
に

所
属
す
る
者
が
互
い
に
信
頼
し
合
っ
て

つ
く
り
上
げ
た
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る

と
い
う
意
識
。
引
き
継
が
れ
て
き
た
コ

ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
リ
テ
ィ（
自
立
共
生
）
の
精

神
を
、
い
か
に
継
承
し
て
い
け
る
か
が
、

こ
れ
か
ら
の
地
域
の
社
会
や
環
境
に
向

け
て
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

（
２
０
２
０
年
９
月
23
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

【灌漑】

13 使いながら守りつづける灌漑施設から学ぶこと



江戸末期に完成した
山腹水路「青鬼堰」。
大変な難工事だった
といわれている

【小規模水路：山村】

わ
が
集
落
に
も
水
田
を

先
人
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
山
腹
水
路

１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
に
長
野
で
開
か
れ
た
第
18
回
オ
リ
ン
ピッ
ク
冬
季
競
技
大
会
（
1
9
9
8
／
長
野
）
で
、

男
子
の
ス
キ
ー
・
ジ
ャ
ン
プ
が
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
白
馬
ジ
ャ
ン
プ
競
技
場
。
そ
の
ほ
ぼ
向
か
い
側
の
山

の
中
腹
に
、
古
く
か
ら
続
く
山
村
「
青あ
お
に鬼
集
落
」
が
あ
る
。
水
を
得
に
く
い
地
形
で
稲
作
に
は
厳
し
い

土
地
柄
だ
が
、
先
人
が
つ
く
っ
た
水
路
を
修
復
し
な
が
ら
使
いつ
づ
け
、
棚
田
で
米
を
育
て
て
い
る
。
地

元
の
人
た
ち
は
、
こ
の
山
腹
水
路
「
青
鬼
堰
」
を
外
部
の
力
も
借
り
な
が
ら
受
け
継
ご
う
と
し
て
い
る
。
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上空から見た青鬼集落と収穫を待つ棚田

文
化
的
価
値
を

認
め
ら
れ
た
景
観

　

長
野
県
北
安
曇
郡
白
馬
村
に
あ
る
青

鬼
集
落
は
、
同
村
に
水
源
を
も
つ
清

流
・
姫
川
の
右
岸
山
腹
に
あ
る
。
東
西

２
５
０
ｍ
、
南
北
１
０
０
ｍ
ほ
ど
の
大

き
さ
で
、
な
だ
ら
か
に
南
に
傾
斜
し
て

お
り
、
日
当
た
り
は
よ
い
。

　

歴
史
は
長
い
。
集
落
に
あ
る
青
鬼
神

社
の
創
建
は
８
０
６
年
（
大
同
元
）
と
伝

え
ら
れ
、
奈
良
時
代
に
は
す
で
に
人
が

住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。

　

現
在
は
15
軒
の
茅
葺
屋
根
（
鉄
板
被
覆
）

の
家
屋
が
南
向
き
の
二
重
の
弧
を
描
く

よ
う
に
し
て
立
っ
て
い
る
。
こ
の
農
村

風
景
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
２

０
０
０
年
（
平
成
12
）
に
文
化
庁
よ
り
重

要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
ば

れ
、
今
年
で
選
定
か
ら
20
年
を
迎
え
る
。

　

集
落
東
の
傾
斜
地
に
は
約
80
枚
の
棚

田
が
広
が
る
。
段
を
な
し
て
広
が
る
棚

田
の
向
こ
う
に
北
ア
ル
プ
ス
を
眺
め
る

景
観
も
絶
景
で
、
こ
ち
ら
も
１
９
９
９

年
（
平
成
11
）
に
農
林
水
産
省
に
よ
る

「
日
本
の
棚
田
百
選
」
に
選
定
さ
れ
て

い
る
。「
伝
建
」
と
「
棚
田
百
選
」
の
両

方
に
選
出
さ
れ
て
い
る
地
域
は
全
国
で

も
こ
の
青
鬼
集
落
だ
け
だ
。

　

そ
ん
な
希
少
な
景
観
を
つ
く
り
だ
す

う
え
で
、
鍵
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
棚

田
に
水
を
引
く
た
め
に
江
戸
時
代
に
つ

く
ら
れ
た
「
青
鬼
堰
」
で
あ
る
。
住
民

か
ら
は
〈
せ
ぎ
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

猿
も
寄
り
つ
か
な
い
斜
面
に

水
路
を
築
け
る
か

　

青
鬼
集
落
の
南
に
は
青
鬼
沢
と
呼
ば

れ
る
沢
が
流
れ
て
い
る
が
、
山
腹
に
あ

る
集
落
（
標
高
７
６
０
ｍ
）
よ
り
70
〜
80
ｍ

ほ
ど
低
い
標
高
を
流
れ
る
た
め
、
住
民

に
と
っ
て
利
用
し
に
く
い
も
の
だ
っ
た
。

集
落
内
に
は
湧
水
が
多
く
、
飲
み
水
な

ど
生
活
用
水
に
は
困
る
こ
と
は
な
か
っ

た
も
の
の
、
稲
作
を
行
な
う
と
な
る
と

不
十
分
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
江
戸
時
代
末
期
に
青
鬼
沢

の
上
流
か
ら
取
水
し
集
落
ま
で
つ
な
ぐ

水
路
を
開
削
し
新
田
開
発
を
行
お
う
と

い
う
構
想
が
持
ち
上
が
っ
た
。
中
心
と

な
っ
た
の
は
松
沢
太
兵
衛
と
降
籏
宗
右

衛
門
と
い
う
２
人
の
住
民
だ
。

「
水
路
を
つ
く
る
に
は
許
可
や
資
金
が

必
要
。
そ
れ
で
、
集
落
の
人
間
が
松
本

に
赴
き
藩
主
に
陳
情
し
た
ん
で
す
」

　

話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
青
鬼

集
落
保
全
会
会
長
を
務
め
る
降ふ
る

籏は
た

隆た
か

司じ

さ
ん
。
宗
右
衛
門
の
子
孫
で
も
あ
る
降

籏
さ
ん
は
、
集
落
に
残
さ
れ
た
記
録
を

読
み
解
き
な
が
ら
、開
削
の
様
子
に
つ
い

て
研
究
を
続
け
て
き
た
人
物
で
も
あ
る
。

「
で
も
、
陳
情
を
受
け
た
藩
は
、
急
峻

15 わが集落にも水田を



1

2

3

4

114戸の茅葺屋根（鉄板被覆）の家
屋が並ぶ青鬼集落 2善鬼（ぜんき）大
明神（御善鬼様）をご神体とする「青
鬼神社」。創建は806年（大同元）と
伝わる 3青鬼集落保全会会長を務め
る降籏隆司さん。古文書を読み解いて
開削の経緯をつまびらかにした 4松
沢太兵衛と降籏宗右衛門の陳情から
始まった青鬼堰の開削に関する史料
『青鬼新 書 覚帳（あおにしんせぎ
しょことおぼえちょう）』（写し）

で
硬
い
岩
も
多
い
斜
面
に
〈
せ
ぎ
〉
を

引
こ
う
と
い
う
計
画
を
聞
き
、
無
理
だ

と
言
っ
た
。『
猿
も
寄
り
つ
か
な
い
く
ら

い
の
急
な
場
所
じ
ゃ
な
い
か
』
と
断
ら

れ
た
そ
う
で
す
よ
」

　

だ
が
、
集
落
の
人
々
は
あ
き
ら
め
な

か
っ
た
。
藩
に
頼
ら
ず
、
自
力
で
水
路

を
つ
く
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
、
計
画

を
続
行
し
た
。

「
小
規
模
な
も
の
で
も
い
い
か
ら
と
、

幅
は
一
尺
（
約
30
㎝
）、深
さ
は
八
寸
（
約
25

㎝
）
と
し
た
。
特
に
費
用
が
か
か
る
の

は
職
人
を
呼
ば
な
い
と
い
け
な
い
岩
を

削
り
水
路
を
つ
く
る
工
程
だ
っ
た
の
で
、

そ
れ
が
必
要
な
箇
所
が
ど
れ
だ
け
あ
る

か
を
調
べ
た
。
結
果
、
１
６
７
間
（
約

３
０
０
ｍ
）
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
」

　

こ
の
作
業
に
必
要
な
費
用
は
、
52
両

１
分
５
朱
と
い
う
返
事
が
職
人
側
か
ら

届
く
。
こ
れ
に
対
し
、
集
落
の
全
24
戸

の
う
ち
８
戸
が
そ
れ
ぞ
れ
10
両
を
出
資

す
る
意
思
を
示
し
、
計
80
両
の
予
算
を

確
保
す
る
。
用
水
路
づ
く
り
に
、
実
現

の
兆
し
が
見
え
は
じ
め
た
。

　

自
力
で
の
実
現
に
向
け
た
動
き
を
見

せ
て
き
た
青
鬼
側
に
対
し
、
松
本
藩
は

態
度
を
軟
化
さ
せ
た
と
い
う
。

「
出
資
す
る
世
帯
と
し
な
い
世
帯
で
軋あ
つ

轢れ
き

が
生
じ
る
こ
と
を
危
惧
し
た
よ
う
で

す
。
そ
れ
で
『
藩
が
80
両
出
す
か
ら
そ

れ
で
〈
せ
ぎ
〉
を
つ
く
れ
。
そ
の
か
わ

り
住
民
同
士
は
い
が
み
合
わ
な
い
よ
う

に
』
と
い
う
通
達
が
あ
っ
た
の
で
す
」

　

藩
の
支
援
を
と
り
つ
け
た
集
落
は
、

１
８
６
０
年
（
万
延
元
）
に
青
鬼
堰
を
着

工
す
る
。
全
長
３
㎞
の
山
腹
水
路
が
完

成
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
約
３
年
後
だ

っ
た
。
明
治
時
代
の
到
来
を
目
前
に
控

え
で
き
あ
が
っ
た
イ
ン
フ
ラ
に
よ
り
青

鬼
の
新
田
開
発
は
進
ん
だ
。
そ
し
て
棚

田
の
広
が
る
現
在
の
よ
う
な
景
観
が
生

み
出
さ
れ
た
の
だ
。

工
夫
と
注
意
が
求
め
ら
れ
る

伝
統
的
な
水
路
の
運
用

　

現
在
の
青
鬼
堰
を
ぜ
ひ
見
た
い
と
思

い
、
区
長
の
山
本
利
光
さ
ん
に
同
行
い

た
だ
き
、
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
集

落
の
東
に
広
が
る
農
地
の
北
東
端
か
ら

山
林
に
入
り
、
水
路
沿
い
の
歩
道
を
進

む
。
青
鬼
堰
に
は
北
を
流
れ
る
上
堰
（
上

せ
ぎ
）
と
南
を
流
れ
る
下
堰
（
下
せ
ぎ
）
が
あ

る
が
、
今
回
歩
い
た
の
は
江
戸
末
期
に

つ
く
ら
れ
た
上
堰
で
あ
る
。

「
今
は
途
中
で
大
き
な
崩
れ
が
発
生
し
、

〈
せ
ぎ
〉
が
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
、
水
は
流
れ
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
、

毎
年
の
清
掃
管
理
は
続
け
て
い
て
、
修

繕
が
完
了
し
た
ら
ま
た
水
を
流
す
予
定

で
す
」

　

山
本
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
青
鬼
沢
上
流

と
集
落
を
結
ぶ
舗
装
路
が
つ
く
ら
れ
た

と
き
に
パ
イ
プ
が
敷
設
さ
れ
、
逆
サ
イ

フ
ォ
ン
を
使
っ
て
水
を
汲
み
上
げ
る
し

16水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産

青鬼神社

青鬼集落

棚田 青鬼沢

青鬼下堰（下せぎ）

青鬼上堰（上せぎ）

奥せぎ

青鬼神社

青鬼集落

棚田

青鬼下堰（下せぎ）

青鬼上堰（上せぎ）

奥せぎ

青鬼堰

青鬼沢

青鬼集落Map
上堰のさらに奥にある短い水路は夏場の
水不足を補うもので「奥せぎ」と呼ばれる
青鬼集落案内看板および国土地理院基
盤地図情報「長野」をもとに編集部作図
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78

5ほぼ垂直に近い崖を流れ落ちる水。この
水が水路へ落ちるように岩肌を削ってある
という 6岩がせり出している箇所は無数
にあるため、新潟にいる岩切（いわきり）
職人を呼びよせて掘削した 7青鬼堰を案
内してくれた区長の山本利光さん。子ども
が水路の清掃や修繕を手伝うのはあたり
まえだったと話す 8青鬼堰の水を引いた
棚田では今も稲作が続けられている

く
み
が
で
き
て
い
る
と
い
う
。
現
在
、

青
鬼
堰
に
障
害
が
出
て
い
て
も
農
業
用

水
を
確
保
で
き
て
い
る
の
は
、
こ
の
し

く
み
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

水
路
と
歩
道
は
、
等
高
線
に
沿
う
か

た
ち
で
斜
面
を
横
切
る
よ
う
に
つ
く
ら

れ
て
い
る
が
、
歩
く
う
ち
に
斜
面
は
角

度
を
増
し
て
い
き
、
高
度
感
を
感
じ
る

よ
う
に
な
る
。
歩
道
に
は
斜
面
が
崩
れ

て
溜
ま
っ
た
土
砂
や
枯
れ
枝
や
落
ち
葉

が
堆
積
し
て
お
り
、
踏
み
込
む
と
崩
れ

落
ち
そ
う
で
怖
い
。
降
籏
さ
ん
の
言
っ

て
い
た
「
猿
も
寄
り
つ
か
な
い
」
の
言

葉
を
理
解
し
た
。
土
砂
は
水
路
に
も
入

っ
て
い
て
、
場
所
に
よ
っ
て
は
凹
み
が

失
わ
れ
斜
面
と
一
体
化
し
て
い
る
部
分

も
あ
る
。
た
ゆ
ま
ぬ
維
持
管
理
の
必
要

性
が
ひ
と
目
で
理
解
で
き
た
。

「
水
を
吸
い
や
す
い
土
の
水
路
な
の
で
、

棚
田
ま
で
で
き
る
だ
け
多
く
の
水
を
残

す
に
は
、
ほ
ん
と
う
は
目
一
杯
流
し
た

い
。
で
も
、
そ
う
す
る
と
土
や
枝
な
ど

の
ゴ
ミ
が
溜
ま
り
浅
く
な
っ
て
い
る
箇

所
で
あ
ふ
れ
や
す
く
な
る
。
水
が
あ
ふ

れ
る
と
水
路
（
の
側
壁
や
斜
面
）
を
傷
め
、

修
理
に
手
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
あ
た
り
を
考
え
た
使
い
方
と
管
理

が
必
要
な
の
が
、
こ
の
〈
せ
ぎ
〉
の
難

し
い
と
こ
ろ
で
す
」
と
山
本
さ
ん
は
話

す
。

　

さ
ら
に
歩
き
、
露
出
し
た
岩
肌
を
水

が
流
れ
落
ち
て
い
る
場
所
に
来
る
と
、

再
び
山
本
さ
ん
が
口
を
開
く
。

「
こ
の
流
れ
落
ち
て
い
る
水
、
実
は
岩

を
削
っ
て
水
の
向
き
を
調
整
し
、
水
路

に
落
ち
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。
少

し
で
も
水
を
集
め
る
た
め
の
工
夫
な
ん

で
し
ょ
う
ね
」

後
世
に
引
き
継
ぐ
た
め
に

必
要
と
な
る
次
な
る
答
え

　

引
き
返
し
歩
道
の
入
り
口
に
戻
る
と
、

待
っ
て
い
た
降
籏
さ
ん
が
笑
い
な
が
ら

言
っ
た
。

「
水
路
を
通
し
た
の
が
、
ど
ん
な
急
な

場
所
か
わ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
う
い

う
水
路
に
興
味
が
あ
る
な
ら
、
工
事

（
清
掃
）
に
来
て
み
て
は
ど
う
か
な
？
」

　

青
鬼
堰
の
清
掃
は
、
毎
年
４
月
29
日

と
そ
れ
に
加
え
２
日
間
の
計
３
日
間
を

割
い
て
い
る
。
集
落
総
出
で
行
な
っ
て

お
り
、
事
情
に
よ
り
集
落
を
離
れ
て
い

る
人
々
も
、
こ
の
日
に
は
帰
郷
し
参
加

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

祝
日
に
あ
た
る
４
月
29
日
に
つ
い
て

は
「
伝
建
」
を
管
轄
す
る
白
馬
村
教
育

委
員
会
、「
棚
田
百
選
」
を
管
轄
す
る
同

農
政
課
な
ど
を
通
じ
て
募
っ
た
、
村
内

外
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
参
加
す
る
の
が

通
例
だ
。「
伝
建
」
と
「
棚
田
百
選
」
に

選
ば
れ
た
こ
と
で
、
青
鬼
は
景
勝
地
と

し
て
白
馬
の
Ｐ
Ｒ
に
一
役
買
う
こ
と
に

な
っ
た
が
、
地
域
へ
の
貢
献
を
果
た
す

青
鬼
に
対
す
る
自
治
体
か
ら
の
支
援
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。

　

た
だ
、
青
鬼
堰
の
規
模
や
青
鬼
集
落

の
高
齢
化
の
進
行
を
考
え
れ
ば
、
年
に

１
日
、
実
働
は
半
日
程
度
だ
と
い
う
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
だ
け
で
は
、
十
分

な
維
持
管
理
が
難
し
い
面
も
あ
る
の
が

実
際
の
と
こ
ろ
の
よ
う
だ
っ
た
。

「〈
せ
ぎ
〉
は
ね
、
全
部
頭
に
入
っ
て

い
ま
す
よ
。
何
も
見
な
く
て
も
、
地
図

が
描
け
る
ん
だ
か
ら
」

　

降
籏
さ
ん
は
誇
ら
し
げ
だ
っ
た
。
そ

の
言
葉
は
か
つ
て
の
維
持
管
理
の
頻
度
、

徹
底
が
今
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る

だ
ろ
う
。
急
峻
な
地
形
に
築
か
れ
た

〈
せ
ぎ
〉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
難
度
が
高

ま
る
維
持
管
理
を
、
ど
の
よ
う
な
し
く

み
で
行
な
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
ま

た
、
青
鬼
が
人
を
惹
き
つ
け
る
場
所
と

な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
く
も
、
深
夜
や

早
朝
に
訪
れ
る
来
訪
者
が
集
落
の
穏
や

か
な
暮
ら
し
に
影
響
を
与
え
て
い
る
面

も
あ
る
。
山
本
区
長
は
「
観
光
地
で
は

な
い
で
す
か
ら
ね
」
と
言
う
。

　

青
鬼
の
「
水
遺
産
」
が
後
世
に
引
き

継
が
れ
る
か
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
へ
の

答
え
を
用
意
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い

そ
う
だ
。

（
２
０
２
０
年
９
月
11
日
取
材
）

【小規模水路：山村】

17 わが集落にも水田を
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水
利
費
を
負
担
す
る

の
は
誰
か

―
江
戸
時
代
か
ら
続
く
知
恵

■関川水系土地改良区の位置

２
０
１
５
年
（
平
成
27
）
に
「
世
界
か
ん
が
い
施
設
遺
産
」
に
登
録
さ
れ
た

「
上う

わ

江え

用
水
路
」
。
江
戸
幕
府
が
成
立
す
る
前
か
ら
多
く
の
農
民
の
努

力
で
掘
り
継
が
れ
、
今
も
広
大
な
高
田
平
野
を
潤
す
重
要
な
用
水
路

で
あ
る
。
４
世
紀
以
上
に
わ
た
る
そ
の
歴
史
の
な
か
で
、
上
流
域
と
下

流
域
で
は
水
の
分
配
に
関
す
る
独
特
な
ル
ー
ル
を
設
け
て
対
立
を
避

け
る
よ
う
努
め
て
き
た
。
そ
し
て
21
世
紀
を
迎
え
、
上
流
域
と
下
流
域

に
あ
っ
た
古
来
の
取
り
決
め
は
話
し
合
い
に
よ
っ
て
見
直
さ
れ
、
後
世

に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

【広域用水路：農村】

富
山
県

新潟県

山
形
県

福島県

佐渡

群馬県長野県

妙高市

上越市

日本海

水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産
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大
規
模
な
穀
倉
地
帯
を

潤
す
二
大
用
水
路

　

日
本
全
国
の
田
畑
に
は
網
の
目
の
よ

う
に
用
水
路
が
張
り
巡
ら
さ
れ
、
農
作

物
の
命
綱
で
あ
る
水
を
供
給
し
て
い
る
。

こ
の
灌
漑
施
設
は
、
主
要
な
も
の
だ
け

で
も
総
延
長
約
４
万
㎞
と
、
日
本
の
一

級
河
川
総
延
長
（
直
轄
管
理
区
間
）
の
４
倍

に
及
ぶ
。
そ
の
８
割
が
た
を
管
理
し
て

い
る
の
が
、
地
元
の
農
家
を
組
合
員
と

す
る
団
体
組
織
「
土
地
改
良
区
」
だ
。

　

新
潟
県
南
西
部
、
関せ
き
か
わ川
流
域
の
扇
状

地
が
広
が
る
高
田
平
野
。「
関
川
水
系
土

地
改
良
区
」
管
内
の
水
田
は
、
上
越
市

と
妙
高
市
を
ま
た
い
で
広
が
る
。
耕
地

面
積
５
７
４
６
ha
、
組
合
員
５
７
９
０

名
に
及
ぶ
大
規
模
な
穀
倉
地
帯
だ
。

　

笹
ヶ
峰
ダ
ム
と
野
尻
湖
を
水
源
と
す

る
主
要
な
二
大
用
水
路
が
「
中な
か

江え

用
水

路
」
と
「
上
江
用
水
路
」。
ダ
ム
と
湖

か
ら
放
流
さ
れ
た
水
は
、
関
川
の
上
中

流
に
あ
る
12
カ
所
の
東
北
電
力
水
力
発

電
所
を
経
由
し
て
か
ら
２
つ
の
用
水
路

に
流
れ
、
水
田
を
潤
し
て
い
る
。

「
当
管
内
の
最
大
の
特
徴
は
水
力
発
電

所
と
の
共
存
で
す
」
と
話
す
の
は
、
関

川
水
系
土
地
改
良
区
事
務
局
長
の
松
橋

聡
さ
ん
。

「
電
力
会
社
は
売
電
益
を
得
る
、
そ
し

て
農
家
は
水
源
か
ら
用
水
取
入
口
ま
で

の
間
の
分
の
維
持
管
理
費
が
か
か
り
ま

せ
ん
。
相
互
に
利
点
が
あ
り
ま
す
」

　

中
江
用
水
路
は
１
６
７
４
年
（
延
宝

２
）、
高
田
藩
の
藩
営
事
業
と
し
て
小お

栗ぐ
り

美み
ま
さ
か作

の
指
揮
の
も
と
５
年
間
で
開
削

さ
れ
た
。
一
方
で
、
水
路
延
長
約
26
㎞

上江用水路からの水を用いて穀倉地帯となった高田平野　

1931年（昭和6）7月、豪雨災害により隧道内部が崩落し、大規模
な復旧工事を実施した「川上繰穴隧道」。写真は竣工時の様子
提供：関川水系土地改良区（2枚とも）

1915年（大正4）8月、上江用水路の堤塘（土手）に大きな亀裂が
生じて通水に危険な状態となり工事を行なった「米増水路」

水利費を負担するのは誰か
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関川水系土地改良区の提供資料などをもとに編集部作成

牧
湯
の
里
深
山
荘

グ
リ
ー
ン
パ
ル
光
原
荘

第1期工事（1573～1648）
約6㎞

第2期工事（1650～1694）
約10㎞

第3期工事（1772～1781） 約10㎞

■上江用水路Map

板倉取水堰堤

上江用水記念公園

川上繰穴隧道・
川上権現社

大熊川頭首工
（サイフォン）

別所川頭首工（サイフォン）

飯田川頭首工（サイフォン）

旧石積上江用水路

三丈掘
上江北辰神社

中江用水 路
中江用水 路

上江幹線用水路

上江用水路の受益地域

関川

日本海

板倉地区

高士地区

保倉地区
 （上江用水路末端受益地）

北陸
新幹
線

上信越
自動車

道

北陸自動車道

上越JCT

上越IC

上越妙高駅

直江津駅

新潟県

長野県
妙高市 上越市

笹ヶ峰ダム

野尻湖

上江用水路

日本海

上江用水路の絵図面。右が1804年（文化元）、左
が1874年（明治7） 提供：関川水系土地改良区

■客水地区の歴史

関川水系土地改良区の提供資料をもとに編集部作成

2015年（平成27）上江用水路（客水地区制度を含む）が
「世界かんがい施設遺産」に登録

2018年（平成30）関川水系土地改良区の取り組みが
「世界水システム遺産」に登録

~1600年代 1700年代 1800年代 1900年代 2000年~

上江用水路開削・掘り継ぎ

中江用水路開削

1573～1648　 1650～1694 1772～1781

1674～1678

客水成立
1874年（明治7）税金投入廃止
　1890年（明治23）水利組合条例制定
　　1908年（明治41）水利組合法制定
　　　1949年（昭和24）土地改良法制定

2005年（平成17）
市町村合併
　2006年（平成18）
　土地改良区合併
　（関川水系土地改良区設立）

2008年
（平成20）
合意調印

水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産
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と
ほ
ぼ
同
様
の
長
さ
の
上
江
用
水
路
は
、

１
５
７
３
年
（
天
正
元
）
ご
ろ
か
ら
実
に

１
３
０
年
間
も
か
か
っ
て
、
農
民
た
ち

の
手
に
よ
っ
て
掘
り
継
が
れ
た
。

　

そ
の
裏
に
は
、
農
業
用
水
を
巡
る
軋

轢
と
妥
協
の
歴
史
が
あ
っ
た
。

上
流
の
維
持
管
理
費
を

下
流
が
全
額
負
担

　

今
で
い
う
公
共
事
業
の
中
江
用
水
路

に
対
し
、
上
江
用
水
路
の
開
削
は
、
水

量
を
確
保
し
た
い
農
民
た
ち
の
自
主
的

な
発
案
で
始
ま
っ
た
民
間
事
業
で
あ
る
。

１
６
９
４
年
（
元
禄
７
）
ま
で
の
第
１
～

２
期
工
事
以
降
は
80
年
間
も
中
断
し
た
。

流
域
の
村
が
増
え
る
に
つ
れ
、
多
く
の

用
水
を
下
流
に
届
け
る
に
は
大
規
模
な

水
路
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
に
は
田
畑

を
削
っ
て
水
路
を
広
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
下
流
の
村
の
た
め
に
土
地
を
犠

牲
に
す
る
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
と
上
流

の
村
が
反
対
し
、
中
断
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
嫌
が
ら
せ
な
の
か
、
上
流
の
村

が
用
水
路
の
橋
を
崩
落
さ
せ
水
流
を
止

め
た
こ
と
も
古
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
こ
の

地
域
で
「
客き
ゃ
く
す
い水」

と
呼
ば
れ
る
制
度
だ
。

上
流
部
の
村
が
用
水
路
の
拡
幅
に
土
地

を
提
供
す
る
代
わ
り
に
、
下
流
部
の
村

は
上
流
部
の
用
水
の
維
持
管
理
費
を
全

額
負
担
す
る
。
つ
ま
り
用
水
管
理
の
費

用
を
免
除
さ
れ
る
区
域
を
設
け
た
わ
け

だ
。
江
戸
時
代
の
農
民
が
編
み
出
し
た

苦
肉
の
策
、
い
や
知
恵
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
も
水
路
開
削
は
こ

と
ご
と
く
上
流
地
域
の
農
民
の
反
対
に

遭
い
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
意

を
決
し
た
の
が
下
流
域
の
大
地
主
、
下し
も

鳥と
り

冨と
み

次じ

郎ろ
う

で
あ
る
。
上
江
用
水
路
の
掘

り
継
ぎ
を
江
戸
幕
府
へ
請
願
し
た
。
道

中
、
反
対
派
の
襲
撃
に
備
え
、
近
所
に

住
む
江
戸
相
撲
の
巨
漢
力
士
・
万
力
を

用
心
棒
と
し
て
護
衛
に
つ
け
た
と
い
う
。

だ
が
、
も
と
よ
り
幕
府
と
て
水
利
権
の

申
請
を
認
め
る
に
し
て
も
、
地
方
農
民

の
い
さ
か
い
に
ま
で
介
入
す
る
故
も
益

も
な
い
。

　

客
水
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
伝
承
さ
れ

て
い
る
。
上
江
用
水
路
の
通
る
板
倉
地

区
の
板
倉
郷
土
史
愛
好
会
会
長
の
岡
本

郁
栄
さ
ん
が
明
か
し
て
く
れ
た
。

「
上
流
の
村
人
た
ち
が
座
敷
で
用
水
の

維
持
管
理
の
収
支
決
算
を
し
て
い
る
間
、

下
流
の
村
人
た
ち
は
土
間
の
筵む
し
ろの

上
で

正
座
し
て
待
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ

れ
が
終
わ
る
と
“
な
お
ら
い
”
す
な
わ

ち
宴
会
な
の
で
す
が
、
上
流
の
村
が
望

ん
だ
料
亭
の
仕
出
し
料
理
が
宴
席
に
並

び
、
支
払
い
は
す
べ
て
下
流
の
村
。
そ

ん
な
話
を
古
老
か
ら
お
聞
き
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
」

　

大
水
が
出
て
用
水
路
に
溜
ま
っ
た
土

砂
を
さ
ら
う
作
業
な
ど
は
上
流
の
村
人

が
す
る
の
だ
が
、
そ
の
日
当
ま
で
下
流

の
村
が
支
払
っ
た
と
い
う
。
水
を
も
ら

っ
て
い
る
立
場
の
下
流
の
村
は
、
上
流

の
村
に
頭
が
上
が
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。

　

維
持
費
用
を
負
担
せ
ず
に
上
江
用
水

を
使
う
権
利
が
あ
っ
た
客
水
の
水
田
は

約
２
０
０
ha
に
及
ん
だ
。

　

上
江
用
水
路
の
開
削
は
山
を
繰
り
抜

き
（
川か
わ
か
み
く
り
あ
な
ず
い
ど
う

上
繰
穴
隧
道
）、
川
の
下
を
通
し
（
三

丈
掘
）
と
困
難
を
極
め
た
が
、
１
７
７

２
年
（
明
和
９
）
か
ら
９
年
間
の
第
３
期

工
事
で
完
成
し
た
。
私
財
を
投
じ
た
最

大
の
功
績
者
、
下
鳥
冨
次
郎
は
上
江
北ほ
く

辰し
ん

神
社
に
祀
ら
れ
、
偉
業
を
た
た
え
る

例
大
祭
が
今
も
７
月
17
日
に
行
な
わ
れ

て
い
る
。

水利費を負担するのは誰か

関川水系土地改良区理事長の
齋藤義信さん

板倉郷土史愛好会会長の
岡本郁栄さん

関川水系土地改良区事務局長の
松橋聡さん

関川水系土地改良区総務課長の
池田康広さん

■土地改良区によるかんがい施設管理の一般的なしくみ

出典：農林水産省HP「世界のかんがいの多様性」

用水の
安定供給

排水機能
の確保

土地改良区組合員

土地改良区

賦課金による維持管理

賦課金

水路草刈り、藻刈り、土砂揚げ施設の操作、整備補修

労働の
提供
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３
世
紀
以
上
続
く
制
度
に

新
た
な
合
意
が
成
立

　

上
江
用
水
路
や
中
江
用
水
路
の
壁
面

に
は
、
地
元
の
人
が
「
ガ
ニ
穴
」
と
呼

ぶ
小
さ
な
穴
の
空
い
て
い
る
箇
所
が
多

数
あ
る
。
こ
れ
は
正
式
の
分
水
口
と
は

別
に
、
江
戸
時
代
の
農
民
た
ち
が
渇
水

期
の
非
常
用
に
内
緒
で
つ
く
っ
た
も
の

ら
し
い
。
水
位
が
下
が
る
と
見
え
て
く

る
。
国
営
事
業
で
用
水
路
を
石
積
み
か

ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
張
り
に
改
築
し
た
際

も
、
ガ
ニ
穴
は
黙
認
さ
れ
、
そ
の
ま
ま

残
っ
た
。
水
利
権
上
は
微
妙
な
問
題
だ

が
、
江
戸
時
代
か
ら
の
既
得
権
が
尊
重

さ
れ
た
格
好
だ
。

　

客
水
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
古
く

か
ら
の
水
利
組
合
に
代
わ
り
、
１
９
４

９
年
（
昭
和
24
）
の
土
地
改
良
法
制
定
で

生
ま
れ
た
土
地
改
良
区
に
は
、
か
ん
が

い
施
設
の
維
持
管
理
の
た
め
賦ふ

か課
金き

ん

の

強
制
徴
収
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
賦
課
金
が
全
額
免
除

さ
れ
る
客
水
の
制
度
は
変
わ
ら
ず
続
い

て
い
た
。

　

だ
が
、
地
域
の
土
地
改
良
区
が
合
併

し
た
関
川
水
系
土
地
改
良
区
の
成
立
に

よ
り
、
歴
史
的
な
転
機
が
訪
れ
る
。

「
古
文
書
も
有
効
だ
し
土
地
改
良
法
も

有
効
。
仮
に
上
流
と
下
流
が
係
争
し
て

も
和
解
調
停
に
な
る
、
と
い
う
の
が
弁

護
士
の
見
解
で
し
た
。
そ
こ
で
互
い
に

折
り
合
い
を
つ
け
、
新
た
な
ル
ー
ル
で

合
意
し
た
の
で
す
」
と
松
橋
さ
ん
。

　

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）、
客
水
地
域
の

町
内
会
と
覚
書
を
交
わ
し
、
客
水
の
権

利
は
今
後
も
尊
重
す
る
こ
と
を
確
認
し

た
う
え
で
、
一
般
区
域
（
客
水
地
区
以
外
の

区
域
）
の
50
％
を
基
準
に
賦
課
金
を
負
担

し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

渇
水
時
の
番
水
は

上
流
と
下
流
で
交
互
に

　

関
川
水
系
土
地
改
良
区
で
は
渇
水
時

の
対
策
と
し
て
、
節
水
の
た
め
の
配
水

管
理
「
番ば
ん
す
い水

」
を
導
入
し
て
い
る
。
当

初
は
中
江
用
水
路
と
上
江
用
水
路
で
交

互
に
１
日
ず
つ
一
方
を
流
し
、
一
方
を

止
め
た
。
だ
が
、
双
方
と
も
総
延
長
が

長
い
の
で
、
渇
水
時
に
は
下
流
に
行
く

に
し
た
が
っ
て
水
量
が
減
っ
て
、
水
が

行
き
届
か
な
い
。

　

そ
こ
で
最
近
で
は
、
双
方
の
用
水
路

と
も
水
を
流
す
が
、
上
流
と
下
流
で
順

番
に
取
水
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
下

流
で
取
水
す
る
と
き
に
は
、
30
カ
所
近

く
あ
る
上
流
の
分
水
ゲ
ー
ト
を
４
名
の

「
水
配
人
」
が
夜
６
時
に
締
め
、
翌
日

の
夜
６
時
に
開
け
る
。
だ
が
、
１
０
０

ha
以
上
の
水
田
に
使
わ
れ
る
分
水
ゲ
ー

ト
も
あ
る
の
で
、
１
日
交
代
で
は
足
り

ず
、
今
で
は
２
日
交
代
に
し
て
、
あ
ま

ね
く
水
を
行
き
渡
ら
せ
て
い
る
。

「
ダ
ム
の
水
量
に
応
じ
て
『
毎
秒
何
ト

ン
で
落
と
せ
ば
何
日
間
で
使
い
切
る

か
』
が
計
算
で
き
る
の
で
、
逆
算
す
れ

ば
用
水
の
水
量
を
何
割
に
減
ら
せ
ば
よ

い
か
わ
か
り
ま
す
。
限
り
あ
る
資
源
を

上
手
に
分
配
す
る
方
法
で
す
」
と
松
橋

さ
ん
が
説
明
す
る
。

　

水
不
足
に
な
る
か
ど
う
か
は
雪
解
け

水
の
多
寡
と
降
雨
量
に
よ
る
。
日
本
海

側
は
豪
雪
地
帯
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
降

雪
が
少
な
い
と
た
ち
ま
ち
水
が
足
り
な

1板倉取水堰堤の直下にある調整池。左が関川に水を送る余
水吐き。中央が上江用水路へ、右が中江用水路へ水を送るゲー
ト 2山をくり抜く難工事だった川上繰穴隧道。この真上には工
事の安全を祈願して建立された川上権現社がある。今も毎年4
月21日に地元の人たちが例祭を執り行なう 3櫛池川をくぐるた
めに掘られた三丈掘。地上から三丈（9ｍ）の深さに掘られたこと
からこう呼ばれる 4別所川をサイフォンで横断する上江用水路
の別所川頭首工。できるだけ水を集めたいと別所川の水も取り
込むためにつくられた 5下鳥冨次郎が祀られている上江北辰
神社。偉業をたたえる例大祭が今も７月17日に行なわれている

1

2

3

4

5
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■渇水時に行なう「番水」のイメージ

上江用水

2日ごとに切り替え

中江用水

下流が
取水

上流が
取水

上
流

下
流

上
流

下
流

上
流

下
流

上
流

下
流

く
な
る
。
と
り
わ
け
異
常
気
象
が
多
い

昨
今
は
、
早
め
に
情
報
収
集
し
て
先
手

を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
過
去
40
年
間
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
積

雪
量
は
明
ら
か
に
減
少
傾
向
で
す
。
春

先
の
山
の
雪
解
け
水
を
利
用
し
て
笹
ヶ

峰
ダ
ム
と
野
尻
湖
の
水
を
溜
め
込
み
、

梅
雨
明
け
ご
ろ
に
な
る
と
河
川
の
自
流

は
ほ
ぼ
な
く
な
っ
て
、
例
年
、
７
月
中

旬
か
ら
下
旬
に
ダ
ム
と
湖
か
ら
放
流
が

始
ま
り
ま
す
」
と
関
川
水
系
土
地
改
良

区
総
務
課
長
の
池
田
康
広
さ
ん
は
言
う
。

　

２
０
１
６
年
（
平
成
28
）
は
例
年
に
な

く
雪
が
少
な
く
、
５
月
20
日
か
ら
放
流

が
始
ま
っ
た
。
２
０
２
０
年
（
令
和
２
）

も
同
程
度
の
積
雪
量
だ
っ
た
の
で
２
月

か
ら
農
家
に
番
水
を
予
報
し
、
あ
ぜ
の

鼠ね
ず
み
あ
な

穴
を
ふ
さ
ぐ
、
深
く
耕
し
て
稲
の
根

の
張
り
を
広
げ
る
こ
と
で
水
の
吸
収
を

よ
く
す
る
な
ど
節
水
対
策
を
促
し
た
。

幸
い
な
こ
と
に
、
６
月
、
７
月
と
雨
量

が
多
く
、
番
水
し
な
く
て
も
済
ん
だ
。

ス
マ
ー
ト
農
業
の
進
展
と

受
け
継
が
れ
る
水
遺
産

　

圃ほ
じ
ょ
う場
整
備
の
一
環
と
し
て
、
関
川
水

系
土
地
改
良
区
で
は
大
区
画
化
と
ス
マ

ー
ト
農
業
の
実
証
実
験
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
一
例
と
し
て
４
・
２
ha
の
超
大

区
画
圃
場
に
自
動
給
水
栓
を
設
置
し
た
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
か
ら

遠
隔
操
作
で
バ
ル
ブ
の
開
閉
が
で
き
る
。

節
水
と
労
力
軽
減
に
な
り
、
コ
ス
ト
が

85
％
に
削
減
さ
れ

る
と
い
う
。

「
水
管
理
シ
ス
テ

ム
の
み
な
ら
ず
全

工
程
に
ス
マ
ー
ト
農
業
の
導
入
が
急
務

で
す
」
と
強
調
す
る
の
は
関
川
水
系
土

地
改
良
区
理
事
長
の
齋
藤
義
信
さ
ん
だ
。

「
重
労
働
か
ら
の
解
放
と
収
益
の
向
上

は
農
業
の
担
い
手
不
足
を
解
消
し
ま
す
。

自
動
田
植
え
機
、
ド
ロ
ー
ン
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ

な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使
え
ば
経
験

が
な
く
て
も
農
業
が
で
き
る
。
最
近
も
、

元
建
設
業
の
45
歳
の
方
が
興
味
を
も
っ

て
就
農
さ
れ
ま
し
た
。
う
れ
し
い
こ
と

で
す
」

　

用
水
路
の
改
修
や
、
田
ん
ぼ
に
水
を

圧
送
す
る
ポ
ン
プ
場
の
補
修
工
事
な
ど

の
発
注
も
、
土
地
改
良
区
の
仕
事
だ
。

ま
た
、
上
越
市
と
妙
高
市
の
小
学
校
か

ら
依
頼
さ
れ
「
水

の
使
い
方
」
を
テ

ー
マ
と
し
た
校
外

学
習
の
見
学
会
や
、

若
手
職
員
に
よ
る
出
前
授
業
も
実
施
し

て
い
る
。

「
２
０
１
５
年
（
平
成
27
）
に
上
江
用
水

路
が
世
界
か
ん
が
い
施
設
遺
産
に
登
録

さ
れ
て
か
ら
、
毎
年
趣
向
を
変
え
て
見

学
ツ
ア
ー
を
実
施
し
、
百
数
十
名
の
参

加
者
が
あ
っ
て
好
評
で
す
。
農
業
用
水

の
歴
史
や
土
地
改
良
区
の
仕
事
を
広
く

知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
」
と
松

橋
さ
ん
は
話
す
。

　

農
業
用
水
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の

か
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
農
家
の
若

い
世
代
も
、
世
界
か
ん
が
い
施
設
遺
産

登
録
や
番
水
の
告
知
な
ど
を
機
に
、
用

水
路
の
歴
史
的
価
値
と
水
資
源
の
大
切

さ
に
目
覚
め
て
い
る
と
い
う
。
ス
マ
ー

ト
農
業
の
進
展
に
合
わ
せ
、
水
遺
産
も

次
世
代
へ
受
け
継
が
れ
る
だ
ろ
う
。

（
２
０
２
０
年
９
月
17
日
取
材
）

水利費を負担するのは誰か

別所川頭首工のそばで見つけた「ガニ穴」。しっかりコンクリート
で固められている。水位が下がるとこうした小さな穴があちらこち
らに現れるという

2008年（平成20）3月26日に行なわれた合意調印式。歴史的
な転換点となった 提供：関川水系土地改良区

上江用水路の分水
ゲート。右が幹線で
左が支線。番水のと
きはここを開閉する

【広域用水路：農村】
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実
体
が
つ
か
め
な
い

近
世
の
土
木
技
術
者
た
ち

―
―
「
黒
鍬
」
に
着
目
し
た
理
由
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　

農
林
水
産
省
の
職
員
で
し
た
の
で
、

異
動
と
転
勤
は
常
で
す
。
と
す
れ
ば
、

赴
任
先
の
特
性
、
地
域
ら
し
さ
に
な
じ

ま
な
け
れ
ば
も
っ
た
い
な
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。
１
９
９
６
年
（
平
成
８
）
か
ら

３
年
ほ
ど
青
森
県
庁
に
在
籍
し
た
と
き
、

河
童
や
メ
ド
ツ
と
呼
ば
れ
る
水
辺
の
妖

怪
が
水す
い
こ
さ
ま

虎
様
と
し
て
祀
ら
れ
る
民
間
信

仰
に
出
合
い
、
本
に
ま
と
め
ま
し
た
。

　

黒
鍬
と
い
う
言
葉
に
集
中
的
に
出
合

っ
た
の
は
名
古
屋
に
赴
任
し
た
２
０
０

３
年
（
平
成
15
）
で
す
。
こ
の
年
、
な
ぜ

か
黒
鍬
と
い
う
語
に
各
地
で
遭
遇
し
ま

す
が
、
黒
鍬
が
表
す
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
の
で
違
和
感
を
覚
え
ま
し
た
。

例
え
ば
、
三
重
県
熊
野
市
の
丸
山
千
枚

田
や
岐
阜
県
恵
那
市
の
坂
折
棚
田
で
は

石
積
み
工
を
指
し
て
い
ま
し
た
し
、
愛

知
県
の
知
多
半
島
で
は
、
故
郷
を
離
れ

て
稼
ぎ
に
出
る
者
が
通
っ
た
大
野
街
道

を
「
黒
鍬
街
道
」
と
も
呼
び
ま
す
。

　

河
童
探
究
の
一
環
で
浅
草
を
散
策
し

た
と
き
は
、
河
童
寺
＝
曹
源
寺
前
の
町

名
案
内
板
に
「
黒
鍬
組
屋
敷
」
が
あ
り

ま
し
た
。
帰
省
し
た
大
阪
で
は
、
狭
山

池
博
物
館
で
「
尾
張
者
」
と
呼
ば
れ
た

黒
鍬
が
池
を
修
築
し
た
と
の
展
示
も
見

つ
け
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
で

は
時
代
劇
漫
画
『
子
連
れ
狼
』
に
よ
る

幕
府
の
暗
殺
集
団
が
出
て
き
ま
す
。「
黒

鍬
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
」
と
不
思
議
に

思
い
調
べ
は
じ
め
た
の
で
す
。

「
渡
り
歩
く
農
業
土
木
技
術
者
の
原
像

の
探
求
と
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
考

え
た
こ
と
、
そ
し
て
従
来
の
農
業
土
木

史
が
高
僧
や
大
名
な
ど
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム

の
羅
列
に
な
り
が
ち
な
の
で
「
歴
史
の

陰
に
埋
も
れ
た
無
名
者
た
ち
を
発
掘
し

た
い
」
と
の
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。

起
点
と
な
っ
た
の
は

鍬
を
持
っ
て
働
く
こ
と

―
―
黒
鍬
と
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

黒
鍬
を
ひ
と
言
で
表
す
な
ら
ば
「
普

請
（
土
木
）
に
携
わ
る
者
」
で
す
。
土
を

掘
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
土
木
は
、
資
材

を
用
い
て
構
築
す
る
作
事
（
建
築
）
よ

り
も
、
土
を
耕
す
農
家
の
生
業
に
よ
り

近
い
も
の
で
す
。
土
を
見
極
め
、
巧
み

に
扱
う
こ
と
は
農
家
の
本
分
で
す
し
、

普
請
の
基
礎
で
す
。
黒
鍬
の
お
お
も
と

は
、
鍬
を
持
っ
て
働
く
「
百
姓
（
注
２
）」、

つ
ま
り
百
の
能
力
を
も
つ
者
で
、
そ
こ

か
ら
派
生
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に

応
じ
て
異
な
る
名
を
も
つ
者
に
な
っ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。（
図
表
１
）

　

あ
る
時
代
に
、
例
え
ば
美
濃
国
恵
那

で
は
棚
田
に
石
を
積
む
者
、
尾
張
国
か

ら
河
内
の
溜
池
の
修
築
に
出
向
く
者
、

「
黒く

ろ
く
わ鍬
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
大
型
の
建
設
機
械
が
な
い

時
代
、
ど
う
や
っ
て
つ
く
っ
た
の
か
と
首
を
か
し
げ
る
よ
う
な
水
路
や
ト
ン
ネ
ル
、
堰

な
ど
が
各
地
に
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
を
手
が
け
た
の
が
黒
鍬
だ
っ
た
ら
し
い
…
…
。

２
０
１
９
年
（
令
和
元
）
に
『
黒
鍬
さ
ん
が
ゆ
く
―
―
生
成
の
技
術
論
』
を
上
梓
し
た
水

土
文
化
（
注
１
）
の
研
究
者
で
あ
る
広
瀬
伸
さ
ん
に
、
謎
の
多
い
黒
鍬
と
い
う
存
在
、
そ

し
て
こ
れ
か
ら
の
農
業
土
木
に
必
要
な
こ
と
を
お
聞
き
し
た
。

Shin Hirose
1955年大阪市生まれ。京都大学で農
業工学と人文地理学を学んだあと、
1979年に農林水産省に入省。東京都
内および関東地方の本省や関係機関
のほか、福岡県筑後地方、岡山県笠岡
市、青森県、鹿児島県徳之島などで農
業土木事業に携わり、2015年に退官。
著書に『水虎様への旅』『黒鍬さんがゆ
く』などがある。 

インタビュー

広瀬 伸さん

水土文化研究家

農
業
土
木
技
術
者

「
黒
鍬
」と
は
何
者
か
？

（注１）水土文化
公益社団法人 農業農村工学会では、従来の「農業土木」の概念を拡張して「水土」＝「水と土と人の複合系」としてい
る。人が水と土に働きかけて行なう農業生産に伴い形成される環境であり、それにまつわるモノやコトを「水土文化」という。

【技術】

水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産
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下
総
国
印
旛
沼
を
江
戸
湾
に
向
け
て
掘

り
進
め
る
工
事
に
雇
わ
れ
る
者
、
江
戸

城
で
出
入
り
す
る
者
の
監
視
や
文
箱
運

び
を
し
て
い
る
者
が
い
る
一
方
で
、
尾

張
国
大
野
で
は
鍛
冶
に
打
た
れ
た
農
具

も
あ
る
。
そ
れ
ら
が
同
じ
時
期
に
並
存

し
て
い
る
と
い
う
状
態
が
、
黒
鍬
と
呼

ば
れ
た
者
・
モ
ノ
の
全
貌
で
す
。

　

特
に
知
多
半
島
の
黒
鍬
は
、「
鋼
入

れ
」
と
「
ま
ち
な
お
し
」、
溜
池
の
土

を
締
め
固
め
て
水
を
通
し
に
く
く
す
る

技
術
と
、
狭
い
田
ん
ぼ
を
広
げ
る
、
今

で
い
う
圃ほ
じ
ょ
う場

整
備
に
秀
で
て
い
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

―
―
著
書
の
な
か
で
、
黒
鍬
の
系
統
を

４
つ
に
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

　

近
世
に
お
け
る
黒
鍬
の
系
統
を
私
な

り
に
分
析
し
て
提
示
し
た
も
の
で
す
。

①
「
モ
ノ
」
と
し
て
の
黒
鍬
、
②
「
お

役
目
」
と
し
て
の
黒
鍬
、
③
〈
石
の
達

人
〉
と
し
て
の
黒
鍬
、
④
「
タ
ビ
（
農の
う

間か
ん

余よ
ぎ
ょ
う業
）（
注
３
）」
と
し
て
の
黒
鍬
の
「
四

筋
の
血
統
」
に
ま
と
め
ま
し
た
。（
図
表

２
）―

―
②
お
役
目
と
は
役
人
の
こ
と
？

　

戦
国
の
世
で
は
、
い
わ
ゆ
る
工
兵
隊

で
し
た
。
戦
国
大
名
、
そ
し
て
幕
府
や

諸
藩
も
、
農
家
出
身
な
が
ら
技
を
も
っ

た
者
た
ち
を
手
元
に
置
い
て
お
く
と
メ

リ
ッ
ト
が
多
い
。
戦
の
と
き
は
も
ち
ろ

ん
、
平
和
な
と
き
に
は
城
の
普
請
や
川

除
け
（
治
水
工
事
）、
水
路
を
掘
る
こ
と
な

ど
に
使
え
ま
す
か
ら
ね
。
戦
国
時
代
が

終
わ
り
、
平
時
に
な
っ
て
幕
府
や
諸
藩

の
職
制
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
最
下
層
の

雑
用
を
こ
な
す
役
人
に
な
り
ま
し
た
。

　

民
間
登
用
の
例
と
し
て
は
、
徳
川
吉

宗
が
紀
州
か
ら
地
元
の
庄
屋
ク
ラ
ス
の

人
材
を
連
れ
て
き
た
の
が
有
名
で
す
。

紀
州
で
水
路
工
事
を
し
て
い
た
人
た
ち

を
江
戸
で
も
重
用
し
た
の
で
す
。
享
保

の
改
革
で
新
田
開
発
を
す
る
と
き
は
、

地
元
の
名み
ょ
う
し
ゅ主を
地じ

か
た
こ
う
し
ゃ

方
巧
者
と
し
て
取
り

立
て
て
い
ま
す
。

　

地
元
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人

た
ち
に
地
元
の
こ
と
を
さ
せ
る
。
こ
れ

は
支
配
の
方
法
で
も
あ
り
ま
す
が
、
開

発
し
た
新
田
に
は
年
貢
を
数
年
間
免
除

す
る
な
ど
優
遇
措
置
が
あ
る
。
お
互
い

に
利
の
あ
る
や
り
方
で
す
。
現
代
の
契

約
に
基
づ
く
雇
用
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い

ま
す
。

―
―
④
「
タ
ビ
」
と
は
季
節
労
働
者
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
う
と
も
い
え
ま
す
が
、
な
か
に
は

家
に
帰
ら
な
い
、
あ
る
い
は
得
た
賃
金

を
持
ち
帰
る
と
き
だ
け
戻
る
人
も
い
た

は
ず
で
す
。
杜と
う

氏じ

な
ど
と
違
っ
て
、
土

木
工
事
は
通
年
で
き
ま
す
か
ら
ね
。

　

本
来
、
農
家
は
土
地
か
ら
離
れ
ら
れ

な
い
も
の
で
す
が
、
例
え
ば
次
男
や
三

男
な
ら
出
て
い
き
や
す
い
で
す
し
、
さ

ま
ざ
ま
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
驚
い
た

の
は
、
知
多
半
島
は
各
集
落
か
ら
数
十

人
単
位
、
半
島
全
体
で
約
１
３
０
０
人

も
外
に
出
て
い
っ
て
い
ま
す
。
舟
運
な

（注3）農間余業
近世の農民が耕作の合間に行なった賃稼ぎの労働や商売のこと。
なかには農業が従で余業の方が主となる者もいた。

（注2）百姓
多彩な技を持ち何者にでもなれた農家のマルチタレント性により、多くの職＝姓（かばね）
を兼ね備えるというもともとの語義を尊重し、あえて当時の用語を使用している。

『東京市史稿. 市街篇附圖第一』（東京市 編）所
収「享保年中江戸絵図」に「黒鍬頭」であった牛久
保権右衛門の名が記載されている
(国立国会図書館蔵）

図表１：広瀬さんが考える「黒鍬」の成り立ち図表２：近世における「黒鍬」の系統（四筋の血統）

※この「四筋」よりもっと血統のわからない「普請に携わる者」が各地に存在する

広瀬 伸さん提供資料をもとに編集部作成 広瀬 伸さん提供資料をもとに編集部作成

「モノ」
としての黒鍬
人の活動の前提と
して、道具（農具）
としての姿。大型
で刃も厚く頑丈で、
開墾・土工事用に
使用。鍬の背後に
は、それを支える農
鍛冶のシステムを
伴う。

戦国期に築城や鉱山
技術をもって領主に仕
えた者たちの末裔で、
幕府や諸藩の役職と
しての姿。平時になっ
て家臣団編成に伴い
職制に組み入れられ、
専門技術から抜け出て
最下層の雑用をこなす
役人に変貌。

棚田など石垣が重
要な役割を果たす
場所に出没する無
名の石工。井戸掘
りや鉱山技術など
戦国期の専門家
（特殊技能の持ち
主）から派生した者、
農民の手わざの洗
練された者など。

農間余業の一職
種。農閑期に在地
の周辺で稼ぐ者、
通年で遠方に滞
在・移動する者な
ど形態はさまざま。

「お役目」
としての黒鍬

「石の達人」
としての黒鍬

「タビ」
としての黒鍬

モノ・ヒト一体一 二 三 四 石の達人
モノ

農鍛冶

お役目

タビ

農業土木技術者「黒鍬」とは何者か？
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ど
働
き
口
も
あ
っ
て
、
出
て
い
く
の
は

当
然
の
こ
と
な
の
で
、
そ
の
選
択
肢
の

一
つ
に
土
木
工
事
が
あ
っ
た
の
で
す
。

―
―
黒
鍬
は
固
定
化
し
た
集
団
で
動
い

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
た

ち
は
つ
い
会
社
の
よ
う
な
組
織
体
を
考

え
て
し
ま
い
ま
す
が
、
経
験
を
積
ん
で

人
脈
も
こ
し
ら
え
た
年
寄
り
が
親
方
と

な
っ
て
若
い
衆
を
連
れ
て
い
く
。
若
い

衆
は
見
様
見
真
似
で
作
業
し
て
経
験
を

積
み
、
や
が
て
自
立
し
て
い
く
。
黒
鍬

の
親
方
は
、
職
人
並
み
の
腕
を
も
つ
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
よ
う
な
存
在
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
専
業
化
し

き
ら
な
い
形
も
多
数
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
血
統
が
わ
か
ら
な
い

「
普
請
に
携
わ
る
者
」
が
各
地
に
存
在
し

ま
し
た
。
雇
用
と
い
う
形
が
広
ま
っ
て

か
ら
、
幕
府
や
藩
、
豪
商
、
豪
農
な
ど

の
有
力
者
に
雇
わ
れ
て
、
比
較
的
大
き

な
工
事
に
従
事
し
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。

―
―
仮
に
大
き
な
災
害
が
起
き
た
場
合
、

黒
鍬
は
地
元
で
ど
ん
な
働
き
を
？

　

災
害
か
ら
復
興
す
る
場
合
は
、
村
の

人
た
ち
総
出
で
取
り
組
み
ま
す
。
狭
山

池
へ
行
け
ば
「
尾
張
者
」
と
呼
ば
れ
る

高
度
な
技
術
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

地
元
に
い
れ
ば
た
ん
な
る
農
家
の
お
じ

さ
ん
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

農
家
は
水
田
耕
作
だ
け
で
な
く
、
い

ろ
い
ろ
な
も
の
を
取
り
入
れ
て
生
き
て

き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
の
収
入
源
が
土

木
技
術
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
災
害
復
旧

で
も
「
こ
う
し
た
ら
今
度
は
崩
れ
な
い

よ
」
と
ち
ょ
っ
と
気
を
利
か
せ
て
指
図

し
て
い
る
。
そ
ん
な
姿
が
黒
鍬
の
実
態

に
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

土
を
握
っ
て
判
断
す
る

現
場
に
あ
る
暗
黙
知

―
―
黒
鍬
以
前
と
黒
鍬
以
降
で
、
農
業

土
木
技
術
に
違
い
は
あ
り
ま
す
か
？

　

ま
ず
黒
鍬
以
前
と
以
降
で
切
り
分
け

る
の
で
は
な
く
、
近
代
以
前
と
近
代
以

降
で
考
え
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
愛

知
県
半
田
市
の
記
録
映
像
で
お
じ
い
さ

ん
が
「
若
い
こ
ろ
、
岐
阜
の
山
奥
へ
働

き
に
行
っ
た
」
と
昭
和
50
年
代
に
話
し

て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
戦
後
の
高

度
経
済
成
長
期
ま
で
は
黒
鍬
、
あ
る
い

は
黒
鍬
と
い
う
名
称
が
残
っ
て
い
た
の

で
す
。

　

技
術
を
近
代
以
前
と
近
代
以
降
で
考

え
る
と
、
近
代
以
前
は
万
人
が
使
え
る

ノ
ウ
ハ
ウ
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
や
設
計
基
準
は
あ
り
ま
せ
ん
。

道
具
も
原
初
的
な
段
階
で
、
基
本
的
に

は
体
に
埋
め
込
ま
れ
た
技
あ
る
い
は
腕

と
し
て
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
素
人
が
「
案あ
な
い
し
ゃ

内
者
」、
つ
ま
り
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
し
た
巧
者
や
組
織
者
と
し

て
の
親
方
に
な
れ
る
し
、
逆
に
た
ん
な

『農具便利論（ノウグ ベンリロン）』（大蔵永常著、横川
陶山画、文政 5 年［1822］）より「大黒鍬」（上）と「小
黒鍬」（右下）。いずれもほかの鍬に比べてかなりいい値
が付いていた 国立国会図書館蔵

『続保定記』（上）謄写本（東京大学史料編纂所蔵）より印旛沼開削工事に従事する黒鍬。
他の労働者と比べても格段の働きぶりだったという。原題は『下総国印旛沼古堀筋（横戸村
地内より北栢井地内迄）堀割御普請仕様帳』（天保14年［1843］9月）
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る
手
先
と
し
て
働
く
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。

　

と
は
い
え
、
技
術
に
は
共
通
す
る
部

分
も
あ
り
ま
す
。
私
は
ダ
ム
の
現
場
が

多
か
っ
た
の
で
す
が
、
現
地
で
手
を
動

か
す
こ
と
に
勝
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
土
が
今
日
の
工
程
で
使
え
る
か
ど

う
か
を
、
手
で
土
を
き
ゅ
っ
と
握
っ
て

そ
の
塊
や
硬
さ
な
ど
で
判
断
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
ダ
ム
技
術
者

と
し
て
一
人
前
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
本

や
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
映
像
で
勉
強
し
て
も
、

わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
な
の
で
す
。

　

ま
た
、
岩
盤
に
穴
を
掘
る
前
に
は
土

質
や
強
度
を
判
断
す
る
ボ
ー
リ
ン
グ
調

査
を
行
な
い
ま
す
が
、
サ
ン
プ
ル
（
コ
ア
）

採
取
は
掘
る
人
の
腕
に
か
か
っ
て
い
ま

す
。
粘
土
が
混
じ
っ
て
い
た
り
、
断
層

が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
掘
削
の
ス
ピ
ー

ド
を
緩
め
た
り
、
水
の
送
り
込
み
を
変

え
な
く
て
は
い
け
な
い
。
機
械
任
せ
で

は
で
き
ま
せ
ん
。
完
成
し
た
も
の
は
大

規
模
で
立
派
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
そ

う
し
た
細
か
い
技
術
と
見
る
目
が
必
要

で
、
大
学
で
勉
強
し
た
土
質
力
学
や
岩

盤
力
学
で
は
太
刀
打
ち
で
き
ず
、
現
場

で
学
び
直
し
た
感
じ
で
す
。

　

つ
ま
り
、
現
代
の
「
○
○
工
法
」
と

い
っ
た
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
傍
ら
に
は
「
臨
機
応
変
」
や
「
熟

練
の
技
」
や
「
勘
」
と
い
っ
た
暗
黙
知

が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

未
来
に
向
か
う

農
業
土
木
の
眼
差
し

―
―
こ
れ
か
ら
の
地
域
の
農
業
土
木
に

必
要
な
こ
と
を
、
黒
鍬
も
踏
ま
え
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。

「
私
は
黒
鍬
だ
」
と
名
乗
る
、
あ
る
い

は
署
名
し
た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
胸
を
張
る
よ
う
な
肩

書
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
恵
那
市
の
棚
田
で
石
を
積
ん

だ
人
は
今
も
「
黒
鍬
さ
ん
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
立
派
な
石
積
み
を
残
し
て

去
っ
て
い
く
黒
鍬
に
、
尊
敬
の
念
を
抱

い
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

全
国
に
数あ
ま
た多

あ
る
農
業
土
木
施
設
の

一
つ
ひ
と
つ
に
は
、
そ
れ
を
築
い
た
多

く
の
人
た
ち
、
黒
鍬
を
は
じ
め
と
す
る

名
も
な
き
人
た
ち
が
い
た
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
国
家
公
務
員
で
し
た
の
で
そ
の

立
場
か
ら
の
意
見
に
な
り
ま
す
が
、
こ

れ
か
ら
の
地
域
を
考
え
る
場
合
に
必
要

な
の
は
、
公
共
事
業
を
行
な
う
者
が

「
地
域
の
人
た
ち
の
思
い
に
共
感
す
る

こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
農
地
や

水
路
な
ど
の
農
業
土
木
施
設
は
、
農
家

の
方
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
込
め
て

長
い
間
使
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
と
て

も
小
さ
な
水
路
で
も
「
こ
れ
は
飢
饉
に

な
ら
な
い
よ
う
に
、
死
ぬ
よ
う
な
思
い

で
先
祖
が
つ
く
っ
た
ん
だ
」
と
地
元
の

お
年
寄
り
は
話
し
ま
す
。

　

そ
う
し
た
声
に
耳
を
傾
け
、
思
い
を

汲
ん
で
、
代
わ
り
に
整
備
す
る
。
工
事

が
終
わ
れ
ば
「
管
理
し
て
く
だ
さ
い

ね
」
と
地
域
に
お
戻
し
す
る
。
農
業
土

木
施
設
を
整
備
す
る
者
た
ち
と
は
、
そ

う
い
う
存
在
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

（
２
０
２
０
年
９
月
10
日
取
材
）

農業土木技術者「黒鍬」とは何者か？

上江用水路（p18-23）の取材で訪
ねた「川上繰穴隧道」。その説明板に

「黒鍬」の文字が記載されていた

房総丘陵の小櫃川（おびつがわ）周辺に残るトンネル状の用水路「二五穴（にご
あな）」。江戸後期から明治初期にかけてつくられた。穴を掘ったのは工事を請け
負った小苗村（現：大多喜町小苗）の職人たち。彼らはこの周辺で隧道をいくつ
も手がけていたが、どういう人たちかはよくわかっていない

【技術】

徳島県吉野川市美郷（みさと）大神にある高開（たかがい）集落の「高開
の石積み」。石積みでつくられた段畑を見て回れるようルートが整備されて
いる。石積みに長けた地元の人が指導役となり、技の継承を図っている



【住民活動：城下町】

住
民
た
ち
が
き
れ
い
に
す
る

ま
ち
な
か
の
用
水
路 約

４
０
０
年
前
か
ら
武
家
屋
敷
地
区
、
町

家
地
区
な
ど
を
流
れ
、
下
流
の
水
田
を
潤

す
「
雄
川
堰
」。
こ
こ
か
ら
取
り
入
れ
る

水
は
、
戦
後
に
上
水
道
が
整
備
さ
れ
る
ま

で
、
と
て
も
重
要
な
生
活
用
水
だっ
た
。

高
度
経
済
成
長
期
に
生
活
排
水
で
汚
れ

て
し
ま
う
も
の
の
、
地
域
一
体
と
なった
努

力
に
よって
清
流
を
取
り
戻
し
、
２
０
１
４

年
（
平
成
26
）
に
は
「
世
界
か
ん
が
い
施
設

遺
産
」
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
。
今
も
住

民
た
ち
が
当
番
制
で
ご
み
を
片
づ
け
て
い

る
と
い
う
城
下
町
を
訪
ね
た
。
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2

3

1小幡桜並木と雄川堰。桜の開花時期には大勢の人で賑わう 2雄川から引
き込んだ用水の軸となる大堰（おおぜき）。このような親水広場や遊歩道が
ところどころ整備されている 3小堰（こせき）と呼ばれる幅30～50cmの用
水路。今も住宅の間を縫うように流れている

雄川堰を流れてきたごみを爪鍬（つめ
くわ）で引き上げる。住民が毎日この作
業を行ない、清い流れを維持している

豊
か
な
用
水
を
礎
に

長
期
の
藩
政
が
続
く

　

群
馬
県
甘か

ん
ら楽

郡
甘
楽
町
。
利
根
川
水

系
の
鏑か
ぶ
ら
が
わ川と

、
富
岡
市
、
高
崎
市
に
北

端
で
接
し
、
下し
も

仁に

田た

町ま
ち

の
稲い

な
ふ
く
み
や
ま

含
山
を
南

端
と
す
る
旧
城
下
町
で
あ
る
。

　

稲
含
山
に
源
を
発
し
鏑
川
に
注
ぐ
雄お

川が
わ

。
そ
こ
か
ら
引
き
込
ん
だ
「
雄
川

堰
」
は
、
い
つ
誰
が
開
削
し
た
水
路
な

の
か
、
わ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

甘
楽
町
産
業
課
商
工
観
光
係
主
事
の
古

舘
智
也
さ
ん
は
「
藩
政
時
代
以
前
か
ら

生
活
用
水
や
灌
漑
用
水
に
利
用
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
、
今
な
お
そ
の
姿
を

留
め
て
い
ま
す
」
と
言
う
。
貴
重
な
歴

史
遺
産
だ
。

　

こ
の
地
域
は
古
来
、
豪
族
の
小
幡
氏

が
治
め
て
い
た
が
、
戦
国
時
代
か
ら
江

戸
時
代
初
期
に
か
け
て
は
25
年
間
で
５

回
、
領
主
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。

　

１
６
１
５
年
（
慶
長
20
）、
大
坂
夏
の

陣
で
豊
臣
氏
を
滅
ぼ
し
幕
府
権
力
の
安

定
を
確
固
と
し
た
徳
川
家
康
は
、
織
田

宗
家
を
継
い
だ
信
長
の
次
男
、
信
雄
に

大
和
国
（
奈
良
県
）
宇
陀
郡
三
万
石
と
上

州
小
幡
二
万
石
を
与
え
た
。
信
雄
は
小

幡
の
方
を
子
の
信
良
に
分
与
し
た
が
、

こ
の
時
点
で
本
拠
地
は
福
島
に
あ
っ
た
。

　

三
代
信
昌
の
時
代
の
１
６
４
２
年

（
寛
永
19
）、
手
狭
に
な
っ
た
福
島
か
ら
小

幡
へ
陣
屋
と
藩
邸
を
移
転
。
そ
の
理
由

は
、
西
側
に
雄
川
の
断
崖
が
そ
び
え
る

要
害
の
地
で
あ
り
、
す
で
に
存
在
し
て

い
た
雄
川
堰
か
ら
の
豊
か
な
用
水
が
確

保
で
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現

在
の
甘
楽
町
の
市
街
地
、
小
幡
地
区
の

町
割
は
、
こ
の
と
き
形
づ
く
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
８
代
、
約
１
５
０
年
に
わ
た

り
織
田
氏
の
統
治
が
続
き
、
重
臣
の
内

紛
に
端
を
発
し
移
封
さ
れ
て
以
降
は
、

松
平
忠
恒
を
初
代
と
す
る
松
平
家
四
代

が
お
よ
そ
１
０
０
年
、
小
幡
藩
主
を
務

め
た
。江

戸
期
と
変
わ
ら
ぬ

流
路
と
形
状

　

雄
川
堰
は
、
雄
川
か
ら
引
き
込
ん
だ

用
水
の
中
軸
と
な
る
「
大お
お

堰ぜ
き

」
と
、
こ

の
大
堰
か
ら
取
水
し
、
昔
の
陣
屋
内
、

今
の
住
宅
街
に
細
か
く
張
り
巡
ら
さ
れ

た
「
小こ

堰せ
き

」
と
呼
ば
れ
る
細
い
水
路
か

ら
成
っ
て
い
る
。

　

甘
楽
町
産
業
課
商
工
観
光
係
係
長
の

山
田
宣
義
さ
ん
は
、「
織
田
氏
の
統
治
時

代
に
大
規
模
に
改
修
し
、
庭
園
用
水
や

生
活
用
水
を
上
級
武
士
の
屋
敷
か
ら
町

民
の
家
庭
に
ま
で
供
給
す
る
小
堰
を
、

毛
細
血
管
の
よ
う
に
整
備
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
」
と
語
る
。
織
田
、
松
平

両
氏
と
も
御
用
水
奉
行
を
置
い
て
、
雄

川
堰
の
管
理
を
重
視
し
た
。

　

大
堰
の
雄
川
か
ら
の
取
水
口
は
、
小

幡
地
区
の
中
心
地
、
大
手
門
跡
か
ら
約

２
・
３
㎞
上
流
に
あ
る
。
街
並
み
を
取

り
囲
む
よ
う
に
し
て
流
れ
る
大
堰
は
、

下
流
で
約
１
０
０
ha
の
農
地
の
灌
漑
用

水
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
大
堰
に
は
上

流
か
ら
一
番
口
、
二
番
口
、
三
番
口
と

呼
ば
れ
る
３
カ
所
の
取
水
口
が
あ
り
、

こ
こ
か
ら
小
堰
へ
と
分
流
さ
れ
る
。

　

小
堰
の
周
辺
で
は
水
の
浸
透
を
防
ぐ

粘
土
を
混
ぜ
た
地
盤
改
良
が
施
さ
れ
て

い
た
り
、
分
水
地
点
で
は
逆
勾
配
で
水

が
流
れ
る
区
間
も
あ
る
な
ど
、
当
時
と

し
て
は
高
度
な
技
術
が
導
入
さ
れ
た
。

　

江
戸
時
代
お
よ
び
明
治
初
期
の
絵
図

と
現
在
の
流
路
を
比
較
す
る
と
、
あ
ま

り
大
き
な
変
化
は
な
い
。
古
く
か
ら
の

水
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
保
存
さ
れ
て
い

る
。

29 住民たちがきれいにするまちなかの用水路



1.5m

2.5m

かね（粘土）

天端石

てん  ば  いし

ともかいいし

ね  いし

艫介石

積み石

根石

天端石

積み石

根石

立面図

断面図
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5
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7

41960年（昭和35）ごろ、
雄川堰で洗い物をする女性 
51981年（昭和56）、きれ
いな川の実現を願い、地元
住民の手で雄川堰に約150
匹の鯉が放流された 
61983年（昭和58）に雄
川堰を清掃する地元住民
7ごみを引っかけて回収す
るためのスクリーン。小幡
地区では今も住民が毎日当
番でごみ上げをする
456 提供：甘楽町役場

■小堰断面図

出典：甘楽町役場の提供資料をもとに編
集部作成

■小堰の石積み

雄川堰パンフレットおよび国土地理院基
盤地図情報「群馬」をもとに編集部作図

　

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
道
路
を
ま
た
ぎ
、
宅

地
に
か
か
る
小
堰
は
暗あ
ん

渠き
ょ

化
し
て
い
る

が
、
そ
れ
で
も
総
延
長
約
６
㎞
の
６
割

弱
は
開か
い

渠き
ょ

の
ま
ま
だ
。
さ
ら
に
そ
の
う

ち
４
割
の
水
路
に
、
石
だ
け
で
築
い
た

昔
な
が
ら
の
「
空か
ら

石い
し

積づ

み
」
が
残
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
工
法
こ
そ
、
４
０
０
年

も
の
歳
月
を
持
ち
こ
た
え
た
先
人
の
知

恵
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

小
堰
の
水
路
幅
は
30
～
50
㎝
だ
が
、

建
設
時
に
は
幅
２
・
５
ｍ
、
深
さ
１
・

５
ｍ
に
わ
た
り
掘
削
。
粘
土
に
石
灰
を

混
ぜ
た
「
か
ね
」
と
呼
ば
れ
る
土
で
堰

の
三
面
を
約
１
ｍ
突
き
固
め
、
そ
こ
に

石
積
み
を
施
し
、
漏
水
対
策
と
し
て
い

る
。

　

石
積
み
の
構
造
も
強
靭
だ
。
土
台
の

「
根
石
」
に
２
～
３
段
の
石
が
積
ま
れ
、

そ
の
上
を
大
き
な
「
天て
ん

端ば

石い
し

」
で
押
さ

え
て
い
る
。
積
み
石
は
、
表
に
露
出
さ

れ
た
面
よ
り
も
奥
の
方
を
低
く
す
る

「
胴
下
げ
」
と
い
う
方
法
で
積
み
、
胴

下
げ
さ
れ
た
石
の
奥
に
、
さ
ら
に
重
し

を
乗
せ
た
。
積
み
石
の
隙
間
に
は
小
石

を
挟
み
、
さ
ら
に
粘
土
を
埋
め
込
む
と

い
う
念
の
入
れ
よ
う
だ
。
地
震
や
大
水

に
耐
え
た
の
も
う
な
ず
け
る
。

住
民
の「
ご
み
上
げ
」で

守
ら
れ
る
清
流

　

戦
後
に
上
水
道
が
整
備
さ
れ
る
ま
で

は
、
家
の
前
を
流
れ
る
小
堰
で
野
菜
や

農
機
具
な
ど
を
洗
い
、
風
呂
の
水
と
し

て
も
利
用
し
て
い
た
。
洗
濯
の
際
は
水

を
汲
ん
で
別
の
場
所
で
洗
い
、
排
水
を

小
堰
に
流
さ
な
い
よ
う
気
を
遣
っ
た
。

そ
の
た
め
水
は
き
れ
い
で
、
天
然
の
わ

さ
び
や
し
じ
み
が
自
生
し
て
い
た
と
い

う
。
と
こ
ろ
が
高
度
経
済
成
長
期
に
入

る
と
生
活
排
水
が
流
さ
れ
、
水
質
は
悪

化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
日
本
全
国
至

る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
た
景
色
だ
。

　

そ
こ
で
甘
楽
町
役
場
は
下
水
道
の
整

備
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
し
て
、
大
き
な

ご
み
を
留
め
る
た
め
の
「
ス
ク
リ
ー

ン
」
も
要
所
に
設
置
し
た
。
こ
れ
は
、

櫛
歯
の
よ
う
な
鉄
柵
を
水
路
の
各
所
に

嵌は

め
る
も
の
だ
。

　

一
方
の
住
民
側
も
、
１
９
８
２
年

（
昭
和
57
）
か
ら
当
番
制
で
「
ご
み
上
げ
」

30水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産

雄川

大堰
三番口

二番口一番口

矢羽橋分水路

大手門跡

高橋家

楽山園

松浦氏
屋敷

開渠　（3548m）
暗渠　（2561m）
一番口（2569m）
二番口（1219m）
三番口（2321m）

水路総延長：6109m

雄川堰（小堰）水路網図
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8甘楽町で区長を務める皆さん 9甘楽町役場の皆さん。左から建設課の新井大希さん、産業課の
古舘智也さん、建設課の齋藤文康さん、産業課の山田宣義さん、建設課の松野正志さん

10雄川堰で遊ぶ子どもたち

を
始
め
た
。
甘
楽
町
が
設
置
し
た
ス
ク

リ
ー
ン
に
流
れ
溜
ま
っ
た
ご
み
を
、
近

く
の
住
民
が
爪つ
め

鍬く
わ

で
引
き
上
げ
る
の
だ
。

　

１
９
８
５
年
（
昭
和
60
）
に
名
水
百
選

に
指
定
さ
れ
た
ほ
ど
水
質
が
改
善
し
た

の
は
、
年
々
進
ん
だ
下
水
道
の
整
備
と

ご
み
を
止
め
る
ス
ク
リ
ー
ン
の
設
置
が

効
い
た
。
特
に
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
お
け

る
ご
み
上
げ
と
い
う
町
民
た
ち
の
尽
力

が
大
き
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

な
に
せ
35
年
も
前
の
こ
と
な
の
で
、

当
時
の
く
わ
し
い
経
緯
は
、
役
場
の
人

た
ち
も
小
幡
地
区
の
区
長
た
ち
も
よ
く

わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
わ
ず
か
に
残
る

当
時
の
写
真
に
は
、
ご
み
上
げ
を
す
る

男
性
た
ち
や
水
路
に
鯉
を
放
流
す
る
人

た
ち
の
姿
が
写
っ
て
い
る
。
自
分
た
ち

が
か
か
わ
っ
た
こ
と
で
目
の
前
の
水
路

が
だ
ん
だ
ん
き
れ
い
に
な
る
。
そ
れ
を

見
て
、
さ
ら
に
熱
心
に
取
り
組
む
。
そ

の
繰
り
返
し
が
住
民
運
動
を
加
速
さ
せ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
今
も
小
幡
地

区
が
３
町
区
ご
と
に
ご
み
上
げ
を
続
け

て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

２
０
０
世
帯
で
ご
み
上
げ
場
所
が
６

か
所
あ
る
小
幡
１
区
で
は
、
６
地
区
に

分
か
れ
て
お
り
、
１
日
な
い
し
２
～
３

日
交
代
で
行
な
う
。
ご
み
上
げ
場
所
が

２
カ
所
の
小
幡
２
区
で
は
、
同
じ
く
２

０
０
世
帯
が
２
班
に
分
か
れ
て
毎
日
行

な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
年
に
３
～
４
回
、
当

番
が
回
っ
て
く
る
（
ご
み
上
げ
を
終
え
た
ら
ノ

ー
ト
に
日
付
と
名
前
を
記
入
し
て
次
の
番
の
家
に
回
し

て
い
る
と
い
う
）。
大
堰
取
水
口
の
一
番
口

と
二
番
口
周
辺
に
あ
た
る
小
幡
３
区
で

は
１
カ
所
を
近
隣
住
民
で
ご
み
上
げ
を

実
施
し
て
い
る
。

　

空
き
缶
や
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
の
人
為

ご
み
が
ほ
ぼ
な
い
と
い
う
か
ら
驚
く
。

「
木
の
葉
や
枯
れ
枝
、
ま
れ
に
雑
草
な

ど
で
す
ね
。
そ
れ
以
外
の
ご
み
が
水
路

に
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
な
い
わ

け
で
は
な
い
で
す
が
、
だ
い
ぶ
少
な
く

な
り
ま
し
た
。
も
う
住
人
が
あ
ま
り
多

く
な
い
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
し
」
と

区
長
は
控
え
め
に
言
う
が
、
き
っ
と
モ

ラ
ル
が
高
い
の
だ
ろ
う
。

あ
っ
て
当
た
り
前
の
水
路
の

当
た
り
前
で
は
な
い
価
値

　

雄
川
堰
か
ら
上
げ
ら
れ
た
ご
み
は
通

常
の
家
庭
ご
み
と
は
別
に
業
者
が
回
収

す
る
。
大
堰
脇
の
桜
並
木
が
満
開
と
な

る
春
先
に
は
、
ご
み
上
げ
場
所
の
そ
ば

に
あ
る
廃
棄
箱
を
撤
去
し
、
観
光
客
が

ご
み
を
投
げ
入
れ
な
い
よ
う
な
配
慮
も

し
て
い
る
。

「
雄
川
堰
は
あ
っ
て
当
た
り
前
。
子
ど

も
の
こ
ろ
は
水
浴
び
を
し
て
魚
を
と
っ

た
り
し
て
い
ま
し
た
」
と
区
長
が
言
う

よ
う
な
光
景
が
昔
語
り
に
な
っ
た
今
、

生
活
に
根
づ
い
た
水
遺
産
へ
の
敬
意
を

ど
う
次
世
代
へ
受
け
渡
す
か
が
課
題
だ
。

　

毎
年
３
月
下
旬
か
ら
４
月
上
旬
に
、

甘
楽
町
で
は
「
城
下
町
小

幡
さ
く
ら
祭
り 

武
者
行

列
」
が
開
か
れ
る
。
こ
れ

は
、
馬
に
乗
っ
た
武
将
姿

の
大
将
役
や
隊
士
た
ち
が

練
り
歩
く
一
大
イ
ベ
ン
ト

で
、
花
見
も
兼
ね
て
近
隣

か
ら
多
く
の
人
が
集
ま
る
。

江
戸
時
代
の
面
影
を
残
す

武
家
屋
敷
と
と
も
に
、
雄

川
堰
は
「
外
の
目
」
に
触
れ
る
観
光
資

源
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
保
全
と
継
承
を

促
す
に
違
い
な
い
。

「
石
積
み
を
補
修
・
復
旧
す
る
際
は
、

さ
す
が
に
昔
の
工
法
の
ま
ま
と
は
い
き

ま
せ
ん
が
、
な
る
べ
く
面
影
を
残
す
よ

う
に
し
ま
す
。
例
え
ば
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
補
強
し
て
も
、
粘
土
に
見
え
る
よ
う

に
色
を
つ
け
た
り
す
る
な
ど
、
元
の
景

観
を
残
し
つ
つ
強
度
を
保
つ
工
夫
を
し

て
い
ま
す
」
と
甘
楽
町
建
設
課
建
設
係

補
佐
兼
係
長
の
齋
藤
文
康
さ
ん
は
言
う
。

　

大
堰
の
一
～
三
番
口
取
水
口
の
周
辺

は
親
水
緑
道
に
な
っ
て
い
る
。
民
家
の

そ
ば
を
縫
い
伝
う
小
堰
の
せ
せ
ら
ぎ
が

耳
に
や
さ
し
い
。
こ
ん
な
水
景
が
身
近

に
あ
る
と
は
、
な
ん
て
幸
せ
だ
ろ
う
。

大
堰
か
ら
小
堰
を
巡
り
、
１
日
か
け
て

こ
の
ま
ち
を
歩
い
て
み
た
い
と
よ
そ
者

に
そ
う
思
わ
せ
る
景
色
が
あ
る
限
り
、

雄
川
堰
の
清
流
は
絶
え
な
い
。

（
２
０
２
０
年
９
月
18
日
取
材
）

【住民活動：城下町】

31 住民たちがきれいにするまちなかの用水路
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水
で
洗
っ
て
干
す

伊
豆
の
テ
ン
グ
サ

　

テ
ン
グ
サ
は
全
国
各
地
で
採
れ
る
海

藻
だ
が
、
伊
豆
半
島
の
テ
ン
グ
サ
は
特

に
質
が
よ
い
と
さ
れ
、
古
く
か
ら
高
値

で
取
引
さ
れ
て
き
た
。
江
戸
時
代
中
期

に
編
纂
さ
れ
た
百
科
事
典
『
和わ

漢か
ん

三さ
ん

才さ
い

図ず

え会
』
に
も
、
伊
豆
国
は
テ
ン
グ
サ
の

産
地
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

テ
ン
グ
サ
は
と
こ
ろ
て
ん
の
原
料
や

畑
の
肥
料
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、

江
戸
時
代
前
期
に
寒
天
の
製
造
法
が
確

立
さ
れ
る
と
一
気
に
需
要
が
増
加
し
、

水
産
資
源
と
し
て
の
価
値
が
高
ま
っ
た
。

　

テ
ン
グ
サ
は
、
収
穫
の
方
法
に
よ
っ

て
大
き
く
２
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
１
つ

伊
豆
半
島
で
は
、
テ
ン
グ
サ
の
収
穫
期

に
な
る
と
河
口
に
設
け
ら
れ
た
小
さ
な

堰
に
川
の
水
を
溜
め
、
あ
る
い
は
湧
き

水
を
使
っ
て
、
採
っ
て
き
た
テ
ン
グ
サ
を

漬
け
て
塩
を
抜
く
。
そ
う
し
た
水
場
は

「
洗
い
場
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
灌
漑
と

は
ま
た
異
な
っ
た
真
水
の
使
い
方
を
長

年
続
け
て
い
る
漁
村
の
現
場
を
見
る
た

め
に
、
西
伊
豆
へ
向
か
っ
た
。

南伊豆町

松崎町

西伊豆町

下田市

沼津市

天城山

天城峠

駿河湾

伊豆半島
下村港
（清藤浜）

米崎港

雲見港

川
や
湧
水
で
塩
を
抜
く

「
テ
ン
グ
サ
の
洗
い
場
」

【湧水・川水：漁村】

崖下の湧水を引いた共同水槽で行なうテングサの塩抜き

水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産
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は
、
磯
や
海
底
に
生
育
す
る
テ
ン
グ
サ

を
素
潜
り
や
マ
ン
ガ
漁
（
注
）
で
採
取

す
る
「
採と

り
草
」。
も
う
１
つ
は
、
潮

で
流
さ
れ
浜
に
漂
着
し
た
も
の
を
す
く

い
上
げ
る
「
寄よ

り
草
」
だ
。
い
ず
れ
も

収
穫
し
た
ら
人
の
手
で
干
し
場
に
広
げ
、

天
日
干
し
す
る
。
水
で
洗
っ
て
塩
抜
き

し
て
か
ら
干
す
と
保
存
性
が
高
ま
り
、

商
品
価
値
も
上
が
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
塩
抜
き
は
重
労
働
。

真
水
も
大
量
に
必
要
だ
。
そ
こ
で
小
河

川
の
水
を
利
用
し
て
洗
い
場
を
つ
く
り
、

塩
抜
き
作
業
を
す
る
昔
な
が
ら
の
や
り

方
を
継
承
し
て
い
る
集
落
が
伊
豆
半
島

に
残
っ
て
い
る
…
…
と
あ
る
書
物
で
読

ん
だ
。
伊
豆
半
島
の
役
場
に
電
話
を
か

け
た
が
、「
そ
う
い
え
ば
、
や
っ
て
い
る

よ
う
な
…
…
」
と
い
う
返
事
で
は
っ
き

り
し
な
い
。
そ
こ
で
漁
協
の
支
所
に
片

っ
端
か
ら
電
話
を
か
け
た
が
、「
今
は
水

道
水
で
洗
っ
て
い
て
洗
い
場
は
な
い
」

「
水
道
水
で
は
料
金
が
嵩
む
か
ら
塩
抜

き
せ
ず
に
素
干
し
で
出
荷
し
て
い
る
」

と
つ
れ
な
い
。
や
っ
と
「
今
も
洗
い
場

で
塩
抜
き
し
て
い
る
」
と
い
う
支
所
を

２
つ
見
つ
け
た
。

西
伊
豆
の
テ
ン
グ
サ
は

「
稼
ぎ
頭
」

　

三
島
市
の
中
心
街
か
ら
車
で
１
時
間

ほ
ど
走
り
、
伊
豆
漁
業
協
同
組
合
土と

い肥

支
所
を
訪
ね
た
。
こ
こ
は
ま
だ
洗
い
場

で
塩
抜
き
し
て
い
る
漁
村
が
あ
る
。
意

外
だ
っ
た
の
は
テ
ン
グ
サ
の
地
位
の
高

さ
だ
。

「
春
は
テ
ン
グ
サ
、
夏
は
サ
ザ
エ
や
ア

ワ
ビ
の
潜
水
漁
、
秋
は
イ
セ
エ
ビ
の
刺

し
網
漁
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

な
ん
と
い
っ
て
も
こ
の
地
域
の
水
産
業

を
支
え
て
い
る
の
は
テ
ン
グ
サ
で
す
。

土
肥
支
所
全
体
の
水
揚
金
額
の
７
～
８

割
は
テ
ン
グ
サ
で
す
よ
」
と
土
肥
支
所

長
の
酒
井
勇
樹
さ
ん
。
テ
ン
グ
サ
は
、

化
粧
品
や
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
医

療
分
野
な
ど
に
も
用
途
が
広
が
っ
て
い

る
か
ら
だ
。

　

各
漁
村
か
ら
集
め
ら
れ
た
テ
ン
グ
サ

は
、
伊
豆
半
島
南
端
の
下
田
で
年
に
８

～
10
回
開
催
さ
れ
る
業
者
の
入
札
会
で

売
買
さ
れ
る
。
洗
い
と
天
日
干
し
を
何

度
も
繰
り
返
し
、
き
れ
い
な
あ
め
色
に

な
っ
た
テ
ン
グ
サ
は
「
晒さ
ら

し
テ
ン
グ
サ
」

と
呼
ば
れ
、
高
値
で
取
引
さ
れ
る
。
特

に
こ
の
土
肥
支
所
管
内
で
は
、
高
級
な

晒
し
テ
ン
グ
サ
の
扱
い
が
多
い
。
出
荷

ま
で
の
保
管
場
所
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、

等
級
ご
と
に
分
け
ら
れ
た
テ
ン
グ
サ
の

大
き
な
束
が
い
く
つ
も
積
ま
れ
て
い
た
。

地
域
を
つ
な
ぐ

共
同
の
水
場

　

酒
井
さ
ん
に
、
川
を
利
用
し
た
テ
ン

グ
サ
の
洗
い
場
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

急
な
坂
道
を
降
り
て
い
く
と
、
ひ
っ
そ

り
し
た
小
さ
な
漁
港
が
あ
っ
た
。
下
村

港
だ
。
横
の
浜
（
清せ
い
と
う
は
ま

藤
浜
）
に
流
れ
る
川

に
は
、
下
ま
で
降
り
る
た
め
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
階
段
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

一
見
す
る
と
ご
く
普
通
の
川
の
よ
う
だ

が
、
よ
く
見
る
と
一
部
の
川
床
が
周
囲

に
比
べ
て
深
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

テ
ン
グ
サ
を
洗
っ
て
い
る
の
だ
。

　

水
揚
げ
し
た
テ
ン
グ
サ
を
軽
ト
ラ
ッ

ク
で
運
び
、
川
で
一
度
洗
っ
て
、
す
ぐ

上
に
あ
る
木
造
の
作
業
所
の
前
に
移
動

す
る
。
そ
の
あ
と
、
テ
ン
グ
サ
は
動
か

さ
ず
、
干
し
な
が
ら
何
度
も
水
を
か
け

る
の
だ
が
、
水
道
が
な
い
の
で
川
の
水

を
汲
ん
で
運
ん
で
か
け
る
。「
磯
臭
さ
が

抜
け
る
の
で
、
川
の
水
を
か
け
る
作
業

は
欠
か
せ
な
い
ん
で
す
」
と
酒
井
さ
ん
。

続
い
て
、
少
し
離
れ
た
小
下
田
地
区
の

米
崎
港
へ
。
こ
こ
は
下
村
港
よ
り
も
さ

ら
に
険
し
い
地
形
。
迎
え
て
く
れ
た
の

は
、
こ
の
地
で
漁
師
を
続
け
て
い
る
酒

井
勘
一
さ
ん
。
酒
井
支
所
長
の
お
父
さ

（注）マンガ漁
竹でできた熊手のような道具を船で曳
いて海底のテングサを刈り取る漁法。

その他（魚類、貝類など）3.6％
イセエビ 5.1％
サザエ 6.6％

■伊豆漁業協同組合土肥支所
2019年水揚げ金額構成比

テングサ
84.7％

1土肥支所管内で扱う高級な晒しテングサ 
2美しい西伊豆の海岸。小下田地区米崎港
を望む 3伊豆漁業協同組合土肥支所長の
酒井勇樹さん

1

2

3

提供：伊豆漁業協同組合土肥支所

川や湧水で塩を抜く「テングサの洗い場」
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ん
だ
。

「
こ
の
浜
で
今
、
漁
師
を
し
て
い
る
の

は
８
軒
く
ら
い
で
す
。
80
歳
の
海
女
さ

ん
も
、
90
歳
の
先
輩
漁
師
も
現
役
で
潜

っ
て
い
ま
す
。
私
も
潜
り
つ
づ
け
た
い

で
す
ね
」
と
勘
一
さ
ん
は
言
う
。

　

小
下
田
で
は
、
テ
ン
グ
サ
の
漁
期
は

４
～
５
月
で
、
資
源
保
護
の
た
め
１
回

の
潜
水
は
３
時
間
ま
で
と
申
し
合
わ
せ

て
い
る
。
漁
期
に
は
、
毎
日
の
よ
う
に

海
に
潜
り
、
テ
ン
グ
サ
を
収
穫
す
る
。

　

洗
い
場
は
、
漁
港
内
に
あ
る
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
の
大
き
な
水
槽
だ
。
採
っ
て

き
た
テ
ン
グ
サ
を
網
ご
と
入
れ
て
、
塩

や
汚
れ
を
洗
い
流
す
。
蛇
口
か
ら
勢
い

よ
く
噴
き
出
し
て
い
る
水
は
、
港
の
目

の
前
に
そ
び
え
る
崖
の
下
か
ら
湧
く
水

を
引
い
た
も
の
。「
昔
か
ら
こ
の
集
落
で

は
、
湧
き
水
を
水
槽
に
溜
め
て
共
同
で

利
用
し
て
き
ま
し
た
」
と
勘
一
さ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
貴
重
な
水
槽
が
失

わ
れ
る
危
機
が
あ
っ
た
。
２
０
０
２
年

（
平
成
14
）
に
行
な
わ
れ
た
大
規
模
な
漁

港
工
事
に
伴
う
道
路
の
拡
張
で
、
水
が

湧
い
て
い
た
場
所
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

ふ
さ
が
れ
て
し
ま
う
計
画
が
出
た
。
湧

水
の
共
同
水
槽
は
集
落
に
欠
か
せ
な
い
。

住
民
た
ち
の
強
い
要
望
で
、
湧
水
は
道

路
の
下
に
設
置
さ
れ
た
パ
イ
プ
を
通
し
、

少
し
離
れ
た
場
所
に
新
た
に
水
槽
を
つ

く
っ
て
つ
な
い
だ
。

「
湧
き
水
は
一
年
通
し
て
温
度
が
一
定

で
す
。
枯
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

テ
ン
グ
サ
を
洗
う
だ
け
で
な
く
、
海
か

ら
上
が
っ
て
手
足
を
洗
っ
た
り
、
子
ど

も
ら
が
水
浴
び
し
た
り
、
夏
は
ス
イ
カ

を
浮
か
べ
た
り
す
る
ん
で
す
。
湧
水
の

共
同
水
槽
は
、
生
活
に
欠
か
せ
な
い
身

近
で
大
切
な
存
在
で
す
」
と
勘
一
さ
ん

は
目
を
細
め
た
。

テ
ン
グ
サ
が
も
た
ら
し
た

雲
見
集
落
の
繁
栄

　

小
下
田
か
ら
海
岸
沿
い
を
40
分
ほ
ど

車
で
南
下
し
た
先
に
あ
る
雲く
も

見み

港
。
海

へ
と
注
ぐ
太お
お
た
か
わ

田
川
の
両
岸
に
民
宿
が
立

ち
並
ぶ
風
情
あ
る
町
並
み
だ
。

「
雲
見
は
、
親
父
や
祖
父
の
時
代
に
テ

ン
グ
サ
で
豊
か
に
な
っ
た
ん
で
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
民
宿
経
営
の
か
た

わ
ら
漁
師
を
続
け
る
高
橋
勝
己
さ
ん
だ
。

山
と
海
に
囲
ま
れ
た
雲
見
は
、
も
と
も

と
は
自
給
自
足
で
暮
ら
す
陸
の
孤
島
の

よ
う
な
漁
村
だ
っ
た
。
な
に
か
軸
に
な

る
産
業
が
必
要
だ
と
１
９
２
９
年
（
昭

和
４
）、
当
時
の
雲
見
漁
協
第
12
代
組
合

長
の
高
橋
勘
多
氏
が
東
伊
豆
を
視
察
し
、

石せ
っ
か
さ
い

花
菜
（
テ
ン
グ
サ
）
の
株
を
持
ち
帰
っ

た
。
そ
れ
が
雲
見
の
海
に
根
づ
き
、
テ

ン
グ
サ
の
一
大
産
地
と
し
て
繁
栄
し
た
。

現
在
、
雲
見
の
主
産
業
は
観
光
業
へ
シ

フ
ト
し
、
テ
ン
グ
サ
を
採
る
人
も
少
な

く
な
っ
た
。
高
橋
さ
ん
も
民
宿
の
仕
事

土肥Toi
4川（破線部分）を洗い場にする下村港の清藤浜 
5清藤浜で塩抜きしたテングサを広げて日に晒す
提供：伊豆漁業協同組合土肥支所 6米崎港で漁
を続ける酒井勘一さん 7手を洗いに来た男性と
談笑する酒井勘一さん。共同水槽はコミュニケー
ションの場でもある 8太田川の河口に建設時の
雲見集落の洗い場。テングサを川の水で塩抜きし
て干す動線を考慮してつくられている 92020年
7月の大雨で砂に埋もれた雲見集落の洗い場。水
門に向かってやや左側（破線部分）にある ��昭
和30年代の雲見集落。住民総出でテングサを採
り、塩抜きして出荷し、生活が豊かになったという 
�民宿を経営しつつ漁も続ける高橋勝己さん �
伊豆漁協松崎支所長の佐藤輝彦さん8��提
供：伊豆漁業協同組合松崎支所

4

67

5

水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産



35

が
忙
し
い
が
、
漁
期
の
５
～
６
月
に
は
、

合
間
を
縫
っ
て
テ
ン
グ
サ
を
採
る
。

「
テ
ン
グ
サ
は
貴
重
な
収
入
源
で
す
。

漁
に
出
る
か
ど
う
か
は
個
人
の
裁
量
で

す
が
、
う
ち
は
ま
だ
子
ど
も
に
お
金
が

か
か
る
の
で
。
あ
ま
り
手
間
は
か
け
ら

れ
な
い
し
、
テ
ン
グ
サ
は
重
量
で
取
引

さ
れ
る
の
で
、
私
は
最
初
に
塩
抜
き
を

し
た
ら
そ
の
ま
ま
天
日
干
し
し
て
出
荷

し
ま
す
」
と
高
橋
さ
ん
は
言
う
。

　

太
田
川
の
河
口
に
は
、
テ
ン
グ
サ
漁

が
盛
ん
だ
っ
た
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
洗

い
場
が
あ
り
、
今
も
使
わ
れ
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
、
２
０
２
０
年
７
月
の
大

雨
で
土
砂
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、

全
容
は
見
ら
れ
な
い
。
伊
豆
漁
協
松
崎

支
所
長
の
佐
藤
輝
彦
さ
ん
は
こ
う
話
す
。

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
区
画
し
た
８
畳
く

ら
い
の
洗
い
場
で
、
水
を
堰
き
止
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
水
揚
げ

し
た
テ
ン
グ
サ
を
入
れ
て
洗
っ
て
、
そ

れ
を
目
の
前
の
浜
に
干
し
て
い
く
。
テ

ン
グ
サ
の
作
業
が
も
っ
と
も
効
率
よ
く

で
き
る
よ
う
に
川
に
造
作
を
加
え
て
い

る
の
で
す
」

　

今
な
ら
つ
く
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
洗
い
場
は
、
海
水

浴
場
が
オ
ー
プ
ン
す
る
夏
前
に
砂
浜
整

備
で
重
機
が
入
る
際
に
砂
を
ど
け
て
も

ら
お
う
と
考
え
て
い
る
。
不
思
議
な
の

は
、
太
田
川
河
口
に
つ
く
ら
れ
た
津
波

対
策
の
水
門
の
両
脇
に
、
川
へ
テ
ン
グ

サ
を
運
ぶ
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
ぎ
り
ぎ
り
通

れ
る
絶
妙
な
サ
イ
ズ
の
通
路
が
用
意
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
経
緯
は
今
と
な
っ
て

は
不
明
だ
が
、
自
分
た
ち
の
生
業
を
守

る
た
め
に
、
粘
り
強
く
交
渉
し
た
結
果

な
の
で
は
な
い
か
。
米
崎
港
の
湧
水
の

共
同
水
槽
と
同
じ
く
、
大
切
な
も
の
は

自
分
た
ち
で
守
る
と
い
う
気
概
を
見
せ

ら
れ
た
思
い
が
す
る
。

　

テ
ン
グ
サ
の
塩
抜
き
を
追
っ
て
、
漁

村
を
巡
っ
た
今
回
の
取

材
。
川
と
川
の
水
を
汲

み
上
げ
て
使
う
清
藤
浜
、

昔
か
ら
の
湧
き
水
を
共

同
水
槽
に
引
い
て
洗
う

米
崎
、
そ
し
て
川
の
な

か
に
洗
い
場
を
設
け
た

雲
見
…
…
。
そ
れ
ぞ
れ

が
、
そ
の
土
地
で
得
ら

れ
る
水
を
異
な
る
方
法

で
使
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
狙
い
も
違
う
。
何
度
も
水
を

か
け
て
は
干
す
、
単
価
の
高
い
晒
し
テ

ン
グ
サ
を
重
視
す
る
土
肥
に
対
し
て
、

雲
見
は
一
度
洗
っ
て
干
し
た
ら
出
荷
す

る
、
い
わ
ば
量
を
優
先
し
て
い
る
。
同

じ
テ
ン
グ
サ
を
扱
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
、

地
形
と
得
ら
れ
る
水
と
使
い
方
が
、
市

場
で
の
す
み
分
け
と
も
つ
な
が
っ
て
い

る
。
そ
れ
が
西
伊
豆
に
お
け
る
無
形
の

水
遺
産
だ
と
感
じ
た
。

（
２
０
２
０
年
10
月
２
日
取
材
）

川や湧水で塩を抜く「テングサの洗い場」

Kumomi雲見
8

10111213

9

【湧水・川水：漁村】 雲見港の太田川沿いにある民宿街



出
来
事
お
よ
び
人
口
・
耕
地
面
積
の
推
移

耕
地
開
発

西暦年 2000 1000
B.C. A.D.

0 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
時代 縄文 弥生 古墳 奈良 平安 鎌倉 室町 戦国 江戸 近代

耕地面積

耕地面積

人口

人口

（千万人）（万ha）

0
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適地開田 湧泉帯、
谷底平野開田

湿地、高燥地開田

初期開畑

・内陸の湿地
・湾奥の小三角州 ・扇状地先端

・谷底平野

・小平野の干潟および三角州など低湿地―築堤、溝渠の開削
・小平野の高燥な部分―溜池灌漑

・扇状地の一部、大平野の一部、台地の一部

大平野開田 台地開田

畑自立化

限界地開田

商業畑確立

現代
土木技術

量
か
ら
質
の
時
代
へ

・扇状地
・大氾濫平野
・大三角州

・台地 悪条件の
・扇状地
・台地、海浜

の全域
水
田

畑

稲の登場と開田の始まり 国土づくりが地域に応じて進められた時代 米が社会の土台となり
新田開発が進められた時代

国力増強のために
農業振興を行なった時代

古代国家が全国の基盤
づくりを目指した時代

水
田
耕
作
発
生

灌
漑
農
業
始
ま
る

巨
大
な
前
方
後
円
墳
が
築
か
れ
る

大
化
の
改
新（
土
地
公
有
化
）

班
田
収
授
法
制
度

大
和
、山
城
、河
内
に
溜
池
建
設

国
府
建
設
始
ま
る

三
世
一
身
の
法
制
定

墾
田
永
代
私
有
令
制
定

森
林
伐
採
禁
止
令
多
発

坂
上
田
村
麻
呂
東
北
経
営
を
開
始

荘
園
整
理
令

荘
園
乱
立

二
毛
作
始
ま
る

農
耕
に
畜
力
の
利
用
盛
ん
に
な
る

関
東
諸
国
の
開
発
を
地
頭
に
命
ず

荘
園
制
解
体

木
曽
川
に
輪
中

多
摩
川
に
用
水
開
く

下
総
下
河
辺
庄
で
利
根
川
築
堤

郷
村
制
成
立

太
閤
検
地

戦
国
大
名
の
治
水
工
事
相
次
ぐ

新
田
開
発
が
盛
ん
に
な
る

田
畑
の
永
代
売
買
禁
止

山
川
掟
の
制
定（
農
地
開
発
の
制
限
）

分
地
制
限
令
制
定

各
地
に
城
下
町
が
建
設
さ
れ
る

玉
川
上
水
完
成

江
戸
川
を
開
く

新
大
和
川
を
開
く

阿
賀
野
川
と
信
濃
川
を
つ
な
げ
る

木
曽
川
宝
暦
治
水

築
地（
江
戸
）、堂
島（
大
坂
）埋
め
立
て
完
成

サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
の
普
及

田
畑
の
永
代
売
買
禁
止
解
除

地
租
改
正

北
海
道
、樺
太
に
開
拓
使

近
代
的
治
水
計
画
始
ま
る

農
地
改
革

荘
園
発
生

水
利
組
合
条
例
制
定

水
利
組
合
法
制
定

土
地
改
良
法
制
定

狭
山
池

満
濃
池

村
山
六
ヶ
村
堰
疏
水

高
梁
川
湛
井
堰

雄
川
堰

上
江
用
水
路

青
鬼
堰

愛
知
用
水

香
川
用
水

久
米
田
池

621 701頃 1000 1182 1600頃 1648 1863 19611946 1974738

1961年
609万ha
（ピーク時）

2020年
437.2万ha
（概数値）

2020年10月
1億2588万人
（概算値）

　山地＝山の多い地。周囲一帯が山である地域。
丘陵地＝山頂高度がほぼそろった標高約 300mの小起伏地を指す。
　台地＝表面が比較的平らで、周囲より一段と高い地形。
　低地＝海抜の低い土地。また、周囲に比べてくぼんで低くなった土地。

（注）

一般社団法人 農業農村整備情報総合センターホームページ「水土の礎」をもとに、編集部で一部加筆して作成

水
神
様
を
祀
っ
た

山
間
の
集
落

「
奥
会
津
」
と
称
さ
れ
る
福
島
県
の
南

会
津
町
。
一
級
河
川
・
阿
賀
川
（
阿
賀

野
川
）
の
支
流
・
湯ゆ

ノの

岐ま
た
が
わ川
沿
い
に

車
で
上
っ
て
い
く
と
、
茅
葺
屋
根
の
家

屋
を
含
む
十
数
軒
の
家
々
が
現
れ
る
。

水み
ず

引ひ
き

と
い
う
名
の
集
落
だ
。（
p
７

－

９
）

　

集
落
入
口
の
崖
下
か
ら
水
が
湧
い
て

い
る
。
こ
の
「
水
引
の
清
水
」
の
手
前

に
立
つ
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
階
段
を
上
る

と
こ
じ
ん
ま
り
し
た
お
社
が
あ
る
。
こ

の
「
山
神
社
」
は
湧
き
水
の
ほ
ぼ
真
上

に
建
つ
。
通
り
が
か
っ
た
男
性
に
聞
く

と
、
水
場
の
掃
除
は
輪
番
制
で
は
な
く
、

気
づ
い
た
人
が
そ
の
つ
ど
き
れ
い
に
す

る
と
い
う
。
こ
の
湧
き
水
に
惹
か
れ
た

３
人
の
猟
師
が
文
安
年
間
（
１
４
４
４

－

１

４
４
９
）
に
住
み
着
い
た
の
が
集
落
の
端

緒
で
、
水
引
の
名
も
そ
れ
に
由
来
す
る
。

鳥
居
の
手
前
に
あ
る
２
つ
の
灯
籠
に
刻

ま
れ
た
文
字
に
目
を
凝
ら
す
と
、
右
が

享
和
三
年
（
１
８
０
３
）、
左
が
文
化
四
年

（
１
８
０
７
）
の
奉
納
と
記
さ
れ
て
い
た
。

　

集
落
内
を
歩
く
。
初
秋
の
空
か
ら
降

り
注
ぐ
太
陽
の
光
は
意
外
に
強
く
、
汗

ば
む
ほ
ど
。
集
落
の
東
を
流
れ
る
湯
ノ

岐
川
は
谷
底
に
あ
っ
て
流
れ
は
見
え
な

い
。
水
の
音
が
響
く
だ
け
だ
。

　

概
論
で
内
山
節
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
、
日
当
た
り
が
よ
い
山
の
中
腹

で
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
湧
き
出
る
水

が
あ
り
、
水
害
の
心
配
も
な
い
と
い
う

３
つ
の
条
件
に
合
致
し
て
い
る
。

　

山
間
に
住
み
、
の
ち
に
人
が
増
え
て

集
落
に
収
ま
り
き
れ
な
く
な
る
と
、
危

険
を
は
ら
ん
で
は
い
る
も
の
の
新
た
な

土
地
を
求
め
て
移
動
し
て
い
っ
た
。
そ

の
結
果
、
近
年
で
は
総
人
口
の
半
数
近

く
が
低
地
に
住
ん
で
お
り
、
台
地
は
約

３
割
、
丘
陵
地
は
１
割
強
で
、
山
地
に

住
む
人
は
１
割
に
満
た
な
い
（
図
）（
注
）。

水
に
ま
つ
わ
る
遺
産
が
示
す

地
域
に
お
け
る
生
き
方
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山地

丘陵地

台地

平地

人口の割合 ９.2%

11.4%

31.2%
48.1%

62.7%12.0%11.5%13.9%
面積の割合

出
来
事
お
よ
び
人
口
・
耕
地
面
積
の
推
移

耕
地
開
発

西暦年 2000 1000
B.C. A.D.
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適地開田 湧泉帯、
谷底平野開田

湿地、高燥地開田

初期開畑

・内陸の湿地
・湾奥の小三角州 ・扇状地先端

・谷底平野

・小平野の干潟および三角州など低湿地―築堤、溝渠の開削
・小平野の高燥な部分―溜池灌漑

・扇状地の一部、大平野の一部、台地の一部

大平野開田 台地開田

畑自立化

限界地開田

商業畑確立

現代
土木技術

量
か
ら
質
の
時
代
へ

・扇状地
・大氾濫平野
・大三角州

・台地 悪条件の
・扇状地
・台地、海浜

の全域
水
田

畑

稲の登場と開田の始まり 国土づくりが地域に応じて進められた時代 米が社会の土台となり
新田開発が進められた時代

国力増強のために
農業振興を行なった時代

古代国家が全国の基盤
づくりを目指した時代

水
田
耕
作
発
生

灌
漑
農
業
始
ま
る

巨
大
な
前
方
後
円
墳
が
築
か
れ
る

大
化
の
改
新（
土
地
公
有
化
）

班
田
収
授
法
制
度

大
和
、山
城
、河
内
に
溜
池
建
設

国
府
建
設
始
ま
る

三
世
一
身
の
法
制
定

墾
田
永
代
私
有
令
制
定

森
林
伐
採
禁
止
令
多
発

坂
上
田
村
麻
呂
東
北
経
営
を
開
始

荘
園
整
理
令

荘
園
乱
立

二
毛
作
始
ま
る

農
耕
に
畜
力
の
利
用
盛
ん
に
な
る

関
東
諸
国
の
開
発
を
地
頭
に
命
ず

荘
園
制
解
体

木
曽
川
に
輪
中

多
摩
川
に
用
水
開
く

下
総
下
河
辺
庄
で
利
根
川
築
堤

郷
村
制
成
立

太
閤
検
地

戦
国
大
名
の
治
水
工
事
相
次
ぐ

新
田
開
発
が
盛
ん
に
な
る

田
畑
の
永
代
売
買
禁
止

山
川
掟
の
制
定（
農
地
開
発
の
制
限
）

分
地
制
限
令
制
定

各
地
に
城
下
町
が
建
設
さ
れ
る

玉
川
上
水
完
成

江
戸
川
を
開
く

新
大
和
川
を
開
く

阿
賀
野
川
と
信
濃
川
を
つ
な
げ
る

木
曽
川
宝
暦
治
水

築
地（
江
戸
）、堂
島（
大
坂
）埋
め
立
て
完
成

サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
の
普
及

田
畑
の
永
代
売
買
禁
止
解
除

地
租
改
正

北
海
道
、樺
太
に
開
拓
使

近
代
的
治
水
計
画
始
ま
る

農
地
改
革

荘
園
発
生

水
利
組
合
条
例
制
定

水
利
組
合
法
制
定

土
地
改
良
法
制
定

狭
山
池

満
濃
池

村
山
六
ヶ
村
堰
疏
水

高
梁
川
湛
井
堰

雄
川
堰

上
江
用
水
路

青
鬼
堰

愛
知
用
水

香
川
用
水

久
米
田
池

621 701頃 1000 1182 1600頃 1648 1863 19611946 1974738

1961年
609万ha
（ピーク時）

2020年
437.2万ha
（概数値）

2020年10月
1億2588万人
（概算値）

■年表 縄文期以降の農業にかかわる主な出来事と耕地面積、人口推移

■図 1995年（平成7）の国勢調査結果による
地形別の人口分布

『土地形状別人口統計とその分析』（一般財団法
人 統計情報研究開発センター 2001）に記載され
ている数値をもとに、編集部で図式化したもの

比
例
し
て
増
え
て
き
た

耕
地
面
積
と
人
口

　

そ
ん
な
わ
が
国
に
お
け
る
縄
文
期
以

降
の
農
業
に
か
か
わ
る
主
な
出
来
事
と

耕
地
面
積
、
人
口
の
推
移
を
わ
か
り
や

す
く
ま
と
め
た
年
表
が
あ
る
。
農
業
土

木
歴
史
研
究
会
編
著
『
大
地
へ
の
刻

印
』（
公
共
事
業
通
信
社 

１
９
８
８
）
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
も
の
だ
（
下
段
）。

　

同
書
に
よ
る
と
、
８
世
紀
、
人
口
が

５
０
０
万
人
か
ら
６
０
０
万
人
に
達
し

た
あ
と
人
口
増
が
停
滞
し
た
の
は
、
た

び
重
な
る
干
ば
つ
で
飢
饉
が
続
発
し
た

こ
と
、
荘
園
の
収
益
権
が
複
雑
化
す
る

だ
け
で
開
発
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
が

要
因
と
い
う
。
そ
し
て
14
世
紀
ご
ろ
か

ら
市
場
が
で
き
、
特
産
品
の
売
買
、
貨
幣

交
換
が
行
な
わ
れ
、
農
民
た
ち
の
生
産

が
進
む
と
人
口
も
増
え
て
い
く
。
戦
国

大
名
、
幕
府
に
よ
る
新
田
開
発
や
河
川

工
事
で
生
産
力
が
高
ま
り
、
18
世
紀
初

頭
に
人
口
は
３
０
０
０
万
人
に
達
す
る
。

　

こ
の
年
表
を
見
る
と
、
耕
地
面
積
と

人
口
は
比
例
し
て
増
え
て
い
る
こ
と
が

読
み
と
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
食
生
活
の
改

善
や
木
綿
の
普
及
に
よ
る
衣
類
の
変
化

に
よ
る
死
亡
率
の
低
下
と
い
っ
た
背
景

も
あ
る
が
、
人
口
の
急
増
を
支
え
た
の

は
扇
状
地
や
氾
濫
原
に
お
け
る
大
規
模

な
新
田
開
発
と
大
き
な
河
川
の
水
を
利

用
し
た
灌
漑
だ
っ
た
。

地
域
の
強
い
要
望
が

遺
産
と
し
て
残
る

　

今
回
の
特
集
で
は
、
命
の
源
で
あ
る

水
を
得
て
、
有
効
に
使
う
た
め
に
先
人

が
生
み
出
し
た
有
形
無
形
の
知
恵
と
工

夫
を
「
水
に
ま
つ
わ
る
遺
産
」
と
捉
え
、

地
元
の
方
に
も
ご
案
内
い
た
だ
い
た
。

　

米
を
求
め
て
山
腹
を
く
り
抜
き
水
路

を
し
つ
ら
え
、
棚
田
を
築
い
た
青あ
お
に鬼
集

落
。
水
田
を
広
げ
る
た
め
に
上う
わ

江え

用
水

路
と
い
う
長
い
水
路
を
つ
く
り
、
水
を

分
配
し
た
高
田
平
野
。
汚
れ
た
水
路
を

地
域
の
人
た
ち
が
清
流
に
戻
し
た
、
か

つ
て
の
城
下
町
・
甘か
ん
ら楽

町ま
ち

。
テ
ン
グ
サ

を
塩
抜
き
す
る
た
め
に
、
集
落
ご
と
に

異
な
る
水
の
利
用
法
を
編
み
出
し
、
守

っ
て
い
た
西
伊
豆
の
漁
村
群
。
山
村
、

農
村
、
城
下
町
、
漁
村
と
い
う
い
わ
ば

37 水にまつわる遺産が示す地域における生き方



佐渡の「舟津江（ふなつえ）」。７つ
の江に分かれるが、水争いを避ける
ために知恵を絞って定めたその幅は
300年間変わっていない

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
日
本
を
代
表

す
る
４
つ
の
異
な
る
形
態
の
集
落
を
見

た
の
だ
が
、「
昔
の
人
は
大
変
だ
っ
た
ん

だ
な
」
と
眺
め
る
だ
け
に
終
わ
ら
な
い
、

深
い
も
の
を
感
じ
た
。

　

遺
産
と
い
う
響
き
か
ら
連
想
し
が
ち

な
、
つ
く
ら
れ
た
当
初
と
ま
っ
た
く
同

じ
形
態
を
保
っ
て
い
る
箇
所
は
、
実
は

少
な
か
っ
た
。
後
世
の
人
が
よ
り
使
い

や
す
く
す
る
た
め
に
、
手
を
入
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
価

値
は
下
が
る
も
の
で
は
な
い
。

　

藩
に
直
訴
し
、
却
下
さ
れ
て
も
粘
っ

た
青
鬼
集
落
の
先
人
た
ち
。
ボ
デ
ィ
ー

ガ
ー
ド
を
連
れ
て
江
戸
に
向
か
い
、
私

財
を
投
じ
て
上
江
用
水
路
を
完
成
さ
せ

た
下し
も

鳥と
り

冨と
み

次じ

郎ろ
う

。
誰
が
つ
く
っ
た
か
も

定
か
で
な
い
雄
川
堰
と
石
積
み
の
水
路

を
掃
除
し
つ
づ
け
る
甘
楽
町
の
人
た
ち
。

洗
い
場
は
残
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
困

る
と
主
張
し
て
崖
下
の
湧
き
水
を
守
り
、

ま
た
川
を
堰
き
止
め
て
洗
う
場
所
を
河

口
に
堂
々
と
し
つ
ら
え
た
西
伊
豆
の
漁

師
た
ち
。
そ
し
て
、
か
つ
て
こ
う
し
た

土
木
工
事
を
担
っ
た
で
あ
ろ
う
「
黒

鍬
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
―
―
。

　

自
分
の
暮
ら
し
を
守
り
、
集
落
の
み

ん
な
が
生
き
て
い
く
た
め
に
、
あ
る
時

は
体
を
張
り
、
あ
る
時
は
根
回
し
を
し
、

あ
る
時
は
し
た
た
か
に
交
渉
し
た
。
そ

の
結
果
が
、
水
に
か
か
わ
る
遺
産
と
し

て
今
そ
こ
に
あ
る
。

「
な
ぜ
残
っ
た
の
か
、
残
し
た
の
か
？
」

と
い
う
問
い
に
対
す
る
明
快
な
答
え
は

な
い
が
、
必
死
に
な
っ
て
水
を
守
り
、

使
い
つ
づ
け
る
た
め
に
知
恵
を
絞
り
、

収
量
を
上
げ
る
た
め
に
泥
だ
ら
け
に
な

っ
た
先
人
へ
の
尊
敬
の
念
、
そ
し
て
昔

か
ら
あ
る
も
の
を
自
分
の
代
で
絶
や
す

わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
静
か
な
覚

悟
は
、
ど
の
地
域
に
も
共
通
し
て
感
じ

た
こ
と
だ
っ
た
。

遺
産
に
秘
め
ら
れ
た

地
域
の
未
来
像

　

そ
う
し
た
遺
産
や
遺
産
を
守
る
た
め

の
取
り
組
み
を
見
て
い
て
、
異
な
る
側

面
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
た
。

　

関
川
水
系
土
地
改
良
区
の
方
々
と
話

を
し
て
い
る
と
、「
が
に
あ
な
」
と
い
う

耳
慣
れ
な
い
言
葉
が
出
て
き
た
。「
な
ん

で
す
か
、
そ
れ
は
？
」
と
思
わ
ず
食
い

つ
く
。
本
来
の
水
路
と
は
別
に
、
こ
っ

そ
り
自
分
の
田
に
水
を
引
き
込
む
た
め

に
つ
く
っ
た
小
さ
な
穴
の
こ
と
だ
そ
う

だ
。
用
水
路
の
水
位
が
下
が
る
と
、
あ

ち
こ
ち
に
現
れ
る
と
い
う
。
想
像
す
る

に
、
見
つ
か
っ
た
時
に
「
こ
れ
は
カ
ニ

が
掘
っ
た
穴
だ
よ
、
わ
し
は
知
ら
ん
」

と
言
い
訳
し
た
の
が
語
源
で
は
な
い
か
。

　

現
地
を
案
内
し
て
い
た
だ
く
な
か
で

「
ガ
ニ
穴
」
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
不
思
議
な
の
は
、
い
わ
ば
非
合
法

な
そ
の
穴
が
な
ぜ
埋
め
ら
れ
な
か
っ
た

か
と
い
う
こ
と
。「
ガ
ニ
穴
」
は
本
来
の

取
水
口
の
す
ぐ
横
に
２
つ
あ
り
、
丁
寧

に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
成
形
さ
れ
て
い
る
。

現
代
に
な
っ
て
か
ら
は
慣
行
水
利
権
と

し
て
認
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
同
時

に
「
客
水
」
と
い
う
厳
し
い
決
ま
り
ご

と
が
あ
っ
た
高
田
平
野
で
そ
れ
を
許
し

た
当
時
の
行
政
や
工
事
を
担
当
し
た
人

た
ち
の
温
情
も
感
じ
た
。
青
鬼
堰
を
つ

く
る
際
に
の
ち
の
ち
集
落
内
で
も
め
な

い
よ
う
に
と
80
両
を
差
し
出
し
た
松
本

藩
も
そ
う
だ
が
、
当
時
の
為
政
者
た
ち

は
地
域
の
住
民
と
向
き
合
い
、
要
望
に

沿
お
う
と
し
て
い
た
。
地
域
の
人
が
力

を
も
っ
て
い
た
裏
返
し
で
あ
る
の
だ
ろ

う
が
、
ご
法
度
だ
っ
た
と
し
て
も
見
て

見
ぬ
ふ
り
を
す
る
寛
容
さ
が
あ
っ
た
。

　

水
に
か
か
わ
る
遺
産
と
は
、
か
つ
て

の
苦
労
の
歴
史
を
語
る
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、「
教
科
書
に
は
（
あ
ま
り
）
載
っ
て

い
な
い
も
う
一
つ
の
歴
史
」
を
現
代
の

私
た
ち
に
伝
え
る
も
の
な
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
が
浮
か
ぶ
。

　

今
の
社
会
は
、
大
な
り
小
な
り
問
題

は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
か
つ
て
に

比
べ
て
人
の
命
が
軽
い
世
の
中
で
は
な

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
と
は
い
え
、
今

の
社
会
構
造
が
完
成
形
で
は
な
い
こ
と

は
み
ん
な
知
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
そ
の

地
に
生
き
た
か
つ
て
の
人
た
ち
の
よ
う

に
、「
そ
れ
は
譲
れ
な
い
」
と
臆
せ
ず
に

言
い
、「
こ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
あ

き
ら
め
ず
に
提
案
し
て
は
ど
う
か
。

　

提
案
す
る
に
は
勉
強
も
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
が
、
か
つ
て
ガ
チ
ガ
チ
に
定

め
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
身
分
社
会
の
な

か
で
も
、
情
報
を
集
め
て
声
を
上
げ
て

手
を
尽
く
し
た
住
民
が
い
て
、
厳
密
に

は
多
少
危
う
い
部
分
は
あ
っ
て
も
大
目

に
見
た
支
配
者
が
い
た
。
双
方
が
主
張

す
る
と
こ
ろ
は
主
張
し
、
譲
る
と
こ
ろ

は
譲
っ
た
結
果
が
水
に
か
か
わ
る
遺
産

と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
を
目
の
あ
た

り
に
し
た
今
、
そ
れ
は
決
し
て
不
可
能

で
は
な
い
と
思
う
。

　

地
域
の
人
が
「
こ
れ
が
欲
し
い
」
と

要
求
し
た
結
果
が
有
形
の
遺
産
だ
。
そ

れ
を
生
み
出
し
、
守
っ
て
き
た
の
は
形

と
し
て
は
残
ら
な
い
知
恵
や
工
夫
、
情

熱
で
、
そ
の
裏
に
は
よ
い
意
味
で
の
寛

容
さ
、
緩
さ
、
塩
梅
と
い
っ
た
も
の
が

あ
っ
た
。
水
に
か
か
わ
る
遺
産
は
過
去

を
語
る
だ
け
で
な
く
、
転
換
期
を
迎
え

た
私
た
ち
が
地
域
社
会
で
ど
う
生
き
る

べ
き
か
も
指
し
示
し
て
い
る
。

【文化をつくる】
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水っ子39

「
水み
ず

っ
子
」
と
よ
び
た
い
人
た
ち
が
い
る
。
な
に
よ
り
も
水
が
好
き

な
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
青
森
県
の
方
言
で
は
、
河
童
の
こ
と
を

ス
イ
ッ
コ
と
い
う
が
、
水
っ
子
は
ま
さ
に
河
童
の
よ
う
だ
。

　
私
は
長
い
間
、
水
の
研
究
を
し
て
き
た
の
で
、
学
部
の
ゼ
ミ
や
大

学
院
に
は
、
い
つ
も
水
っ
子
が
混
じ
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
な
に
よ

り
も
水
が
好
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
歩
い
て
い
て
、
川
に
出
く
わ
す
と
、

ワ
ー
と
感
動
し
、
湖
に
出
く
わ
す
と
、
ワ
ー
と
感
動
し
、
井
戸
に
出

く
わ
す
と
、
頭
を
井
戸
に
突
っ
込
む
人
た
ち
で
あ
る
。

　
少
年
・
少
女
に
も
、
水
っ
子
が
か
な
り
い
そ
う
だ
。
高
校
生
で
あ

っ
た
関
野
真
紀
子
さ
ん
も
水
っ
子
の
一
人
で
、
高
校
時
代
、
柿
田
川

に
つ
い
て
の
す
ば
ら
し
い
“
卒
業
論
文
”
を
自
主
的
に
し
あ
げ
た
。

そ
の
内
容
は
豊
富
な
図
表
と
写
真
。
一
部
の
図
表
は
一
字
一
字
を
丁

寧
に
手
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
。
柿
田
川
を
ど
れ
だ
け
丹
念
に
歩
い

た
か
が
よ
く
分
か
る
。
彼
女
は
静
岡
県
に
住
ん
で
い
た
が
、
ど
こ
か

で
私
を
見
つ
け
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
私
が
当
時
勤
務
し
て
い
た
兵

庫
県
の
関
西
学
院
大
学
に
進
学
し
て
き
た
。

　
私
は
水
を
研
究
し
て
き
た
が
、
水
っ
子
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。

水
っ
子
が
う
ら
や
ま
し
い
。
水
っ
子
を
観
察
し
て
い
る
と
、
か
れ
ら

は
あ
き
ら
か
に
水
と
恋
愛
関
係
に
あ
る
。
こ
う
し
た
水
と
恋
愛
関
係

に
あ
る
中
学
生
や
高
校
生
の
若
い
水
っ
子
が
い
ま
も
全
国
に
ま
ち
が

い
な
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
心
強
い
こ
と
で
あ
る
。

Hiroyuki Torigoe
1944年沖縄県生まれ。大手
前大学学長、早稲田大学名
誉教授。元・日本社会学会
会長、日本環境社会学会会
長。著書に『水と日本人』（岩
波書店）、『自然の神と環境
民俗学』（岩田書院）、『花を
たずねて吉野山』（集英社新
書）などがある。

水
っ
子

鳥
越
皓
之

水
の
余
話
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流
水
型
ダ
ム

　

い
つ
の
時
代
で
も
日
本
列
島
は
豪
雨
、
台
風
、
高
潮
な
ど
の
水
害
に
襲
わ
れ
る
。

水
害
に
遭
遇
し
た
人
々
は
そ
の
人
生
を
変
え
て
し
ま
う
。
シ
ネ
マ
『
み
を
つ
く
し
料

理
帖
』
は
、
享
和
２
年
（
１
８
０
２
）、
８
歳
の
澪
と
野
江
は
姉
妹
の
よ
う
な
仲
よ
し
の

二
人
で
、
大
坂
を
襲
っ
た
大
洪
水
に
よ
っ
て
両
親
を
亡
く
し
た
。
澪
は
江
戸
の
神
田

の
蕎
麦
処
「
つ
る
家
」
で
料
理
人
に
、
野
江
は
吉
原
の
遊
郭
に
買
い
取
ら
れ
花
魁
と

な
る
物
語
で
あ
る
。
水
害
は
非
情
で
あ
り
、
二
人
の
運
命
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。

　

今
年
（
２
０
２
０
）
７
月
、
熊
本
県
球
磨
川
大
水
害
が
起
こ
っ
た
。
死
者
65
名
、
９

０
０
０
棟
を
超
え
る
家
屋
被
害
が
発
生
し
た
。
球
磨
川
の
水
害
防
除
の
た
め
、
中
止
し

て
い
た
川
辺
川
ダ
ム
の
建
設
が
流
水
型
ダ
ム
と
し
て
再
度
持
ち
あ
が
っ
て
き
た
。

　

池
田
駿
介
・
小
松
利
光
・
角 

哲
也
編
『
流
水
型
ダ
ム
―
防
災
と
環
境
の
調
和
に
向

け
て
―
』（
技
報
堂
出
版
・
２
０
１
７
）
に
は
、
流
水
型
ダ
ム
と
し
て
、
イ
ラ
ン
、
フ
ラ
ン

ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
事
例
を
掲
げ
、
日
本
で
は
、
益
田
川
ダ
ム
、
辰

巳
ダ
ム
、
西
之
谷
ダ
ム
、
農
地
防
災
ダ
ム
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　

流
水
型
ダ
ム
（
穴
あ
き
ダ
ム
）
は
、
ダ
ム
底
部
近
く
に
洪
水
吐
き
の
穴
が
開
け
ら
れ
、

増
水
時
に
は
自
然
調
節
さ
れ
て
貯
水
位
が
上
が
る
が
、
減
水
時
に
は
貯
水
位
が
低
下

し
て
通
常
の
河
川
の
状
態
に
戻
る
。
こ
の
た
め
、
貯
水
型
ダ
ム
と
異
な
り
、
ほ
ぼ
通

常
の
河
川
状
態
が
維
持
さ
れ
て
水
質
の
劣
化
が
生
じ
ず
、
流
水
・
土
砂
や
魚
の
移
動

に
つ
い
て
の
連
続
性
が
保
た
れ
る
な
ど
、
自
然
に
優
し
い
ダ
ム
と
力
説
す
る
。

　

流
水
型
ダ
ム
と
し
て
本
格
的
に
施
工
さ
れ
た
益
田
川
ダ
ム
に
つ
い
て
、
島
根
県
編
・

発
行
『
益
田
川
ダ
ム
工
事
誌
』（
２
０
０
８
）
が
あ
る
。

日
本
の
ダ
ム
建
設
史

　

日
本
の
15
ｍ
以
上
の
高
さ
の
ダ
ム
数
は
３
０
０
０
基
ほ
ど
で
、
型
式
は
重
力
式
コ
ン
ク

リ
ー
ト
、
ア
ー
チ
式
、
ロ
ッ
ク
フ
ィ
ル
、
ア
ー
ス
、
バ
ッ
ト
レ
ス
ダ
ム
な
ど
が
あ
り
、
目

的
は
治
水
、
利
水
と
し
て
の
農
業
用
水
、
水
道
用
水
、
工
業
用
水
、
発
電
用
水
、
環
境
用

水
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
２
つ
以
上
の
目
的
を
も
っ
た
ダ
ム
を
多
目
的
ダ
ム
と
い
う
。

　

豊
田
高
司
編
・
岡
野
眞
久
ほ
か
著
『
に
っ
ぽ
ん
ダ
ム
物
語
』（
山
海
堂
・
２
０
０
６
）
は
、

ダ
ム
の
役
割
と
影
響
を
歴
史
的
に
検
証
し
、
環
境
に
も
配
慮
し
た
今
後
の
ダ
ム
の
あ

り
方
を
提
示
す
る
。
ダ
ム
が
果
た
し
て
き
た
役
割
と
し
て
、
水
田
稲
作
に
お
け
る
農

業
用
水
、
近
代
都
市
の
発
達
と
水
道
用
水
、
近
代
産
業
の
発
展
と
発
電
ダ
ム
、
戦
後

復
興
と
多
目
的
ダ
ム
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
ダ
ム
が
も
た
ら
す
影
響
と
そ
の
対
策
、

水
源
地
域
へ
の
社
会
的
影
響
と
そ
の
対
策
、
水
利
権
へ
の
影
響
と
対
策
、
生
物
生
息

環
境
へ
の
影
響
と
そ
の
対
策
を
論
じ
る
。

　

高
崎
哲
郎
著
『
湖
水
を
拓
く
―
日
本
の
ダ
ム
建
設
史
』（
鹿
島
出
版
会
・
２
０
０
６
）
で

は
、
ダ
ム
に
は
５
つ
の
顔
が
あ
る
と
い
う
。

　

①
有
史
以
来
日
本
の
経
済
・
文
化
・
人
口
を
支
え
た
農
業
ダ
ム
の
果
た
し
た
役
割

で
あ
る
。
②
明
治
期
の
開
国
間
も
な
い
時
期
以
降
、
港
湾
都
市
を
中
心
と
す
る
都
市

の
衛
生
面
を
支
え
た
上
水
道
の
水
源
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
③
明
治
・
大
正
・
昭

和
前
期
に
お
け
る
日
本
の
生
活
・
産
業
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
面
で
過
半
を
担
っ
た
水
力

発
電
に
果
た
し
た
発
電
ダ
ム
の
役
割
で
あ
る
。
④
洪
水
調
節
を
含
む
多
目
的
ダ
ム
建

設
が
第
二
次
世
界
大
戦
復
興
に
果
た
し
た
役
割
で
あ
る
。
安
全
性
ば
か
り
で
な
く
食

糧
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
不
足
す
る
中
で
、
食
糧
増
産
と
電
源
開
発
促
進
を
治
水
と
併
せ

て
解
決
手
段
と
し
て
、
多
目
的
ダ
ム
の
建
設
を
中
核
と
す
る
国
土
総
合
開
発
が
進
め

ら
れ
た
。
⑤
高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
大
都
市
へ
の
人
口
・
産
業
の
集
中
に
対
し

て
要
請
さ
れ
た
都
市
用
水
水
源
と
し
て
、
同
時
に
大
都
市
の
治
水
の
安
全
度
向
上
に

対
す
る
洪
水
調
節
と
し
て
の
ダ
ム
の
役
割
が
あ
る
。
資
料
と
し
て
、
日
本
・
近
現
代

史
の
ダ
ム
建
設
史
と
し
て
、
日
本
最
初
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
布
引
五
本
松
ダ
ム
、

日
本
初
の
ア
ー
チ
ダ
ム
上
椎
葉
ダ
ム
、
日
本
初
の
本
格
的
ロ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ダ
ム
石
淵

ダ
ム
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
先
人
た
ち
の
ダ
ム
づ
く
り
の
苦
労
を
た
ど
る
こ
と

が
で
き
る
。
全
国
ダ
ム
位
置
図
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

古賀 邦雄
  こが  くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業。水資源開
発公団（現・独立行政法人水資源機構）
に入社。30年間にわたり水・河川・湖
沼関係文献を収集。2001年退職し現
在、日本河川協会、ふくおかの川と水の
会に所属。2008年5月に収集した書籍
を所蔵する「古賀河川図書館」を開設。
平成 26年公益社団法人日本河川協会
の河川功労者表彰を受賞。

ダ
ム
の
こ
と
あ
れ
こ
れ

水
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ダ
ム
開
発
史
と
し
て
、
ダ
ム
技
術
セ
ン
タ
ー
編
・
発
行
『
ダ
ム
技
術
（
Ｎ
Ｏ
・
40
）

―
河
川
総
合
開
発
40
年
の
あ
ゆ
み
』（
１
９
９
０
）、
水
力
技
術
百
年
史
編
纂
委
員
会
編

『
水
力
技
術
百
年
史
』（
電
力
土
木
技
術
協
会
・
１
９
９
２
）、
建
設
省
東
北
地
方
建
設
局
河

川
部
編
・
発
行
『
東
北
の
ダ
ム
五
十
年
史
』（
１
９
９
３
）、
建
設
省
利
根
川
ダ
ム
統
合
管

理
事
務
所
編
・
発
行
『
利
根
川
上
流
ダ
ム
40
年
史
』（
１
９
９
６
）、
水
資
源
開
発
公
団

編
・
発
行
『
水
と
と
も
に
―
水
資
源
開
発
公
団
40
年
の
足
跡
と
新
世
紀
へ
の
飛
翔
』（
２

０
０
６
）、
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
北
部
ダ
ム
事
務
所
編
・
発
行
『
水
と
と
も
に
こ

れ
か
ら
も　

北
部
ダ
ム
事
務
所
30
年
の
あ
ゆ
み
』（
２
０
０
２
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

河
川
行
政
の
転
換

　

ダ
ム
は
日
本
の
経
済
の
発
展
の
た
め
に
右
記
に
掲
げ
た
５
つ
の
役
割
を
も
っ
て
建

設
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
高
度
経
済
成
長
を
支
え
た
ダ
ム
が
流
域
の
河

川
環
境
の
悪
化
を
も
た
ら
し
、
河
川
行
政
の
転
換
が
な
さ
れ
た
。
お
り
し
も
、
元
ア

メ
リ
カ
開
墾
局
総
裁
の
ダ
ニ
エ
ル
・
ビ
ア
ー
氏
が
１
９
９
５
年
２
月
15
日
の
日
本
で
の

講
演
で
、
河
川
行
政
の
変
革
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
①
開
墾
局
は
大
規
模
な
水
資

源
開
発
事
業
に
か
か
る
莫
大
な
建
設
お
よ
び
運
転
コ
ス
ト
は
、
そ
の
事
業
の
受
益
者

の
支
払
い
で
は
償
却
し
き
れ
な
く
な
っ
た
。
②
開
発
事
業
の
副
産
物
と
し
て
土
壌
の

塩
害
、
漁
業
の
衰
退
あ
る
い
は
消
滅
、
野
生
生
物
の
消
滅
、
先
住
民
族
文
化
の
破
壊
、

堆
砂
問
題
な
ど
が
生
じ
て
お
り
、
河
川
行
政
の
変
革
が
な
さ
れ
た
。

　

こ
の
こ
と
に
は
日
本
弁
護
士
連
合
会
公
害
対
策
・
環
境
保
全
委
員
会
編
『
川
と
開

発
を
考
え
る
』（
実
教
出
版
・
１
９
９
５
）、
公
共
事
業
チ
ェ
ッ
ク
機
構
を
実
現
す
る
議
員

の
会
編
『
ア
メ
リ
カ
は
な
ぜ
ダ
ム
開
発
を
や
め
た
の
か
』（
築
地
書
館
・
１
９
９
６
）、
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
Ｌ
・
グ
ラ
フ
ほ
か
著
『
ダ
ム
撤
去
』（
岩
波
書
店
・
２
０
０
４
）
が
あ
る
。
日

本
に
お
い
て
も
脱
ダ
ム
論
が
起
こ
っ
た
。
今
ま
で
の
河
川
法
の
目
的
は
、
人
間
の
た

め
の
治
水
と
利
水
に
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
１
９
９
９
年
（
平
成
11
）
に
自
然
に
優
し

い
環
境
を
重
視
す
る
こ
と
が
加
わ
り
、
３
つ
の
目
的
に
改
正
さ
れ
た
。

水
力
発
電
の
ダ
ム

　

生
活
や
産
業
の
活
動
で
、
水
と
食
糧
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
３
つ
は
、
絶
対
欠
か
せ
な

い
。
水
か
ら
食
糧
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
生
み
出
さ
れ
る
。
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
可
能
な

水
力
発
電
ダ
ム
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

　

竹
村
公
太
郎
著
『
水
力
発
電
が
日
本
を
救
う
』（
東
洋
経
済
新
報
社
・
２
０
１
６
）
で
は
、

今
あ
る
ダ
ム
で
年
間
２
兆
円
超
の
電
力
を
増
や
せ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
水
害
予

防
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
水
位
を
落
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
ダ
ム
に
溜
め
て
水
力
発

電
に
利
用
し
、
水
害
が
起
こ
る
よ
う
な
と
き
に
は
落
と
せ
ば
い
い
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
有
効
的
な
ダ
ム
利
用
で
２
兆
円
超
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
れ

に
は
ダ
ム
管
理
規
程
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

日
本
に
お
け
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
占
め
る
割
合
は
石
油
41
％
、
石
炭
26

％
、
天
然
ガ
ス
22
％
、
原
子
力
１
％
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
５
％
と
な
っ
て
お
り
、

水
力
発
電
は
４
％
に
過
ぎ
な
い
。

　

国
土
文
化
研
究
所
編
『
今
こ
そ
問
う 

水
力
発
電
の
価
値
―
そ
の
恵
み
を
未
来
に
生

か
す
た
め
に
』（
技
報
堂
出
版
・
２
０
１
９
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
水
力
発
電
を
発
信
す
る
。

　

①
気
象
条
件
に
左
右
さ
れ
な
い
安
定
的
な
電
源
で
あ
る
。
②
水
力
発
電
の
Ｃ
Ｏ
２

排

出
量
は
、
設
備
建
設
時
の
間
接
的
排
出
量
を
含
め
て
も
わ
ず
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
エ

ネ
ル
ギ
ー
密
度
が
高
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
水
力
発
電
は
環
境
負
荷
が
小
さ
い
。
③
水

力
発
電
は
、
地
域
社
会
に
根
ざ
し
た
水
力
開
発
を
行
な
う
こ
と
で
、
地
方
に
経
済
的

お
よ
び
社
会
的
な
恩
恵
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
有
し
て
い
る
。
④
地
域
の
環
境
に
調

和
し
た
水
力
発
電
施
設
を
設
置
・
運
営
す
る
た
め
に
は
、
水
力
発
電
施
設
を
計
画
、

設
計
、
建
設
、
維
持
管
理
す
る
た
め
の
技
術
力
を
も
っ
た
人
材
が
必
要
で
あ
る
。
⑤

水
力
発
電
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
減
水
区
間
が
生
じ
、
河
川
環
境
に
影
響
を
及
ぼ

す
。
河
川
維
持
流
量
の
確
保
と
河
川
環
境
の
保
全
を
両
立
さ
せ
る
取
り
組
み
が
必
要

で
あ
る
。
⑥
既
設
ダ
ム
の
活
用
、
ダ
ム
運
用
の
高
度
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
⑦
ダ

ム
の
再
開
発
に
よ
る
嵩
上
げ
に
よ
っ
て
、
貯
水
水
位
を
増
加
し
て
、
水
力
発
電
に
利

活
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
⑧
ダ
ム
の
ア
キ
レ
ス
腱
は
堆
砂
問
題
で
あ
る
。
宇
奈
月
ダ

ム
の
排
砂
ゲ
ー
ト
を
用
い
た
連
携
排
砂
、
小
渋
ダ
ム
の
排
砂
バ
イ
パ
ス
ト
ン
ネ
ル
、

土
砂
を
輸
送
す
る
低
コ
ス
ト
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
シ
ス
テ
ム
な
ど
が
必
要
で
あ
る
。

　

水
力
発
電
に
つ
い
て
は
木
曽
川
の
水
力
発
電
開
発
の
茂
吉
雅
典
著
『
水
燃
え
て
輝

く
』（
岐
阜
新
聞
社
・
２
０
０
９
）、
黒
川
静
夫
著
『
三
重
の
水
力
発
電
』（
三
重
県
良
書
出
版

会
・
１
９
９
７
）
が
あ
る
。

ダ
ム
の
書
の
あ
れ
こ
れ

　

ダ
ム
に
関
す
る
書
に
つ
い
て
、
ラ
ン
ダ
ム
に
挙
げ
て
み
る
。

　

竹
林
征
三
著
『
ダ
ム
と
堤
防
』（
鹿
島
出
版
会
・
２
０
１
１
）
は
、
水
害
が
起
こ
り
や
す

い
日
本
列
島
に
ダ
ム
な
ど
で
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
。
西
松
建
設
「
ダ
ム
」
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
著
『
巨
大
ダ
ム
の
“
な
ぜ
”
を
科
学
す
る
』（
ア
ー
ク
出
版
・
２
０
１

４
）
は
、
ダ
ム
施
工
に
関
す
る
材
料
か
ら
施
工
法
ま
で
最
新
最
強
の
ダ
ム
技
術
が
基
礎

か
ら
わ
か
る
書
で
あ
る
。
宮
島
咲
著
『
ダ
ム
の
教
本
』（
秀
和
シ
ス
テ
ム
・
２
０
１
８
）
は
、

ダ
ム
の
基
礎
構
造
、
提
体
・
堤
高
・
基
礎
地
盤
・
減
勢
工
・
重
力
式
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ダ
ム
・
ア
ー
ス
ダ
ム
な
ど
を
解
説
す
る
。
虫
明
功
臣
ほ
か
著
『
ダ
ム
と
緑
の
ダ
ム
』（
日

経
Ｂ
Ｐ
・
２
０
１
９
）
は
、
水
災
害
に
挑
む
流
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
ダ
ム
と
森
林
が
手
を

結
ぶ
。
川
崎
秀
明
著
『
日
本
の
ダ
ム
美
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
２
０
１
８
）
は
、
日
本
の

近
代
化
を
支
え
た
石
積
み
堰
堤
を
探
求
す
る
。

　

終
わ
り
に
、
児
童
書
と
し
て
溝
渕
利
明
監
修
『
見
学
し
よ
う
工
事
現
場
〈
３
〉
ダ

ム
』（
ほ
る
ぷ
出
版
・
２
０
１
１
）、
福
手 

勤
監
修
『
ダ
ム
の
た
ん
け
ん
』（
星
の
環
会
・
２

０
１
９
）、
前
川
康
男
著
『
黒
部
ダ
ム
物
語
』（
あ
か
ね
書
房
・
１
９
６
３
年
）
を
挙
げ
る
。

　
〈
黒
四
の
慰
霊
碑
に
ぬ
ぐ
登
山
帽
〉 （
田
口
晶
子
）
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　2020年9月末、当センターのアドバイザーを務める沖大幹
さん、古賀邦雄さん、陣内秀信さん、鳥越皓之さんにお集まり
いただき、機関誌『水の文化』の特集テーマやセンター活動
について意見交換しました。
　皆さんとお話しするなかで、「機関誌のなかに、ホッと一息
つけるような和みのページがあったらいいね」というアドバイ
スをいただきました。
　そこで、新連載「水の余

よ わ
話」が生まれ、まずはアドバイザー

の皆さんが自らリレーコラムをご執筆くださることになりまし
た。記念すべき第1回目は鳥越さんにお願いしました。次回は
どなたになるのか？ ご期待ください！

　機関誌『水の文化』の連載「水の文化書誌」の執筆者で、当
センターのアドバイザーでもある古賀邦雄さんは「古賀河川図
書館」を主宰しています（現在は調査・相談のレファレンスに対応）。
　2020年（令和2）3月2日、所蔵していた河川、湖沼、水の書
籍およそ1万冊を久留米大学御

み い
井図書館に寄贈。御井図書

館内に「古賀邦雄河川文庫」が開設されました。
　そして2020年11月1日より、整理が完了した4000冊が
久留米大学御井図書館ホームページから検索できるように
なりました。残りの蔵書の整理にはあと1年ほどかかるようで
すが、新刊書、古書も追加で寄贈し、随時検索可能にしていく
そうです。
　ただし、少なくとも2021年3月末日まで新型コロナウイル
ス感染症拡大を防ぐため、学外の方は御井図書館を利用で
きませんのでご注意ください（利用再開時期は未定）。まずは書
籍の検索にご利用いただければと思います。
　古賀さんは「日本一の河川図書館を目指します。書物の寄
贈などにぜひご協力ください」と話しています。

［文献検索の方法］

❶インターネットで「久留米
大学御井図書館」を検索

❷久留米大学御井図書館の
ホームページの項目「図書・
雑誌を図書館で探す」の1行
目「OPAC（蔵書検索）」をク
リック

❸通常検索のところに項目を
記入。例えば「利根川」と打
ち込むと135件がヒットする。

「筑後川」で97件、「ダム工
事誌」で49件

❹所蔵欄に「古賀邦雄河川
文庫」と記された図書が古
賀河川文庫の蔵書

http://www.mii.kurume-u.ac.jp/miilib/

機関誌『水の文化』制作について
　ミツカン水の文化センターで発行しております機関誌『水の文化』66号につ
きましては、感染防止対策を徹底しつつ取材活動を行ないました。取材先の皆
さまには、顔写真撮影に関してマスクを外していただくなどのご協力をお願いい
たしました。この場をお借りして御礼申し上げます。

　また、ご好評いただいております連載「食の風土記」「魅力づくりの教え」
「Go! Go! 109水系」はやむを得ず休載といたしました。
　67号以降も感染防止対策を徹底したうえで、機関誌『水の文化』を制作して
まいります。

センター活動報告

アドバイザーとの意見交換から誕生した
連載コラム「水の余話」

「古賀河川図書館」の蔵書の一部が
久留米大学御井図書館HPから
検索できるようになりました！

お集まりいただいたミツカン東京ヘッドオフィス付近を日本橋川から望む。
ここはかつて、船で酒粕酢を江戸まで運んだ荷揚げ場所であった

往時の古賀河川図書館

蔵書検索ページ



編
集
後
記

有
形
無
形
の
水
遺
産
を
大
切
に
受
け
継
い
で
い
る
地
域
の
話
を
う
か

が
い
、
守
り
使
い
続
け
て
い
く
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
、
生
活

の
中
で
無
意
識
に
接
し
て
い
る
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
我
々
の
「
水
」
へ
の
意
識
に
近
い
感
覚
で
あ
り
、
当
た
り
前

に
「
水
」
を
大
切
に
す
る
心
を
育
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。（
五
）

小
4
の
息
子
は
コ
ロ
ナ
禍
で
浄
水
場
見
学
が
中
止
さ
れ
た
。
自
分
が

使
う
水
に
つ
い
て
リ
ア
リ
テ
ィ
が
な
い
ま
ま
に
な
り
そ
う
で
危
機
感

を
も
っ
た
。
水
遺
産
が
作
ら
れ
た
時
代
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
が
、

自
分
を
支
え
る
水
に
き
ち
ん
と
向
き
合
え
る
よ
う
、
見
学
が
再
開
さ

れ
た
ら
浄
水
場
に
連
れ
て
行
か
ね
ば
と
強
く
思
っ
た
。（
松
）

偶
然
見
か
け
た
水
路
脇
の
看
板
に
「
黒
鍬
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
各

地
に
存
在
す
る
と
い
う
黒
鍬
が
こ
こ
に
も
い
た
の
だ
と
ひ
と
つ
発
見

を
し
ま
し
た
。
広
瀬
さ
ん
の
お
話
を
伺
う
前
の
自
分
な
ら
気
に
留
め

な
か
っ
た
は
ず
の
2
文
字
。
見
え
る
も
の
が
ち
ょ
っ
と
だ
け
増
え
て
、

文
化
を
知
る
こ
と
の
醍
醐
味
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。（
瑞
）

自
宅
の
近
く
に
「
玉
川
上
水
・
内
藤
新
宿
分
水
散
歩
道
」
と
い
う
場

所
が
あ
り
ま
す
。
実
際
は
地
下
水
を
ポ
ン
プ
で
汲
み
上
げ
循
環
し
て

い
る
よ
う
で
す
が
、
か
つ
て
江
戸
の
町
に
水
を
届
け
た
玉
川
上
水
の

歴
史
的
景
観
を
再
現
し
た
あ
の
場
所
も
、
立
派
な
水
遺
産
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。（
飯
）

青
鬼
堰
の
清
掃
に
、
学
生
時
代
に
所
属
し
た
研
究
室
が
参
加
し
て
い

る
と
耳
に
し
た
。
学
食
あ
た
り
で
時
間
を
つ
ぶ
し
て
い
る
と
、
先
生

か
ら
「
○
○
村
に
行
く
け
ど
、
つ
い
て
く
る
か
？
」
と
声
が
か
か
り
、

「
な
ん
だ
か
面
白
そ
う
だ
」く
ら
い
の
感
じ
で
同
行
し
て
い
た
の
を
思

い
出
す
。
今
も
そ
ん
な
空
気
が
あ
る
の
な
ら
嬉
し
い
。（
秋
）

水
遺
産
で
思
い
浮
か
べ
た
の
が
、
以
前
取
材
で
訪
れ
た
「
通
潤
橋
」

だ
。
熊
本
は
台
地
で
形
成
さ
れ
、
水
が
取
れ
な
い
場
所
が
多
か
っ
た

と
い
う
。
そ
ん
な
台
地
か
ら
台
地
へ
水
を
渡
し
、
潤
し
て
き
た
。
こ

こ
も
江
戸
期
に
藩
で
は
な
く
地
域
住
民
が
中
心
と
な
っ
て
つ
く
り
あ

げ
た
も
の
。
ぜ
ひ
『
水
の
文
化
』
35
号
も
ご
覧
く
だ
さ
い
！
（
力
）

ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア
メ
リ
カ
ン
は
「
７
世
代
先
」
を
考
え
て
物
事
を
検
討

し
、
多
数
決
で
は
な
く
全
員
が
納
得
す
る
ま
で
幾
日
も
話
し
合
う
と

い
う
。
栃
木
県
を
流
れ
る
川
の
ほ
と
り
で
「
取
水
計
画
中
止
」
の
顕

彰
碑
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、「
つ
く
ろ
う
と
し
た
け
ど
や
め
る
」
こ

と
も
ま
た
後
世
へ
の
水
遺
産
と
な
る
の
だ
ろ
う
。（
前
）

水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ
り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページからPDFファイルとしてダウンロード
できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 「水にかかわる生活意識調査」 ホームページで公開中
 20年以上にわたり、ほぼ同じ内容で日常生活と水とのかかわ
りや意識、水と文化に関する生活意識調査を実施していま
す。結果はすべて公開していますので、ぜひご活用ください。
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※禁無断転載複写転売

『水の文化』66号について、アンケートにご協力ください。
今後の機関誌をよりよくしていくための参考にさせていただきます。

◆アンケートへの回答はこちらから。
http://www.mizu.gr.jp/form66.html

皆さまの感想を
お待ちしています ！

※アンケート用紙をお持ちの方は、FAXまたはメールにて
下記へご返信いただく形でも結構です。

ＦＡＸ：03-3568-4025
メールアドレス：mizubun@mizu.gr.jp



裏表紙上：水を公平に分配することを目的として
1934年（昭和9）につくられた「音無井路（おとなしい
ろ）円形分水」（大分県竹田市）。この分水施設がつく
られたことで、連日のようにあった水争いが収まった。
毎年4月10日ごろに「水神祭」が行なわれている
（撮影：前川太一郎）
裏表紙下：江戸末期、険しい山腹に水路を通して
棚田をつくった長野県白馬村の青鬼（あおに）集落。
今も米をつくりつづけている（撮影：藤牧徹也）

表紙：群馬県甘楽町を流れる
用水路「雄川堰（おがわぜき）」で
流れ溜まったごみを回収する地
域住民。当番制の「ごみ上げ」
によってきれいな水路を維持し
ている（撮影：川本聖哉）
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