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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）

水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産
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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


