
【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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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
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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
」
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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

N
10

7
1

3
2 M

メイン写真



8

9

10

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


