
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
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114戸の茅葺屋根（鉄板被覆）の家
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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
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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


