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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
」

30水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産

�$
’

�G��
�~j�±

�Ëj�±�°j�±

�ü�Ë�®ü
+�Ï

�G	��ó
{

�ô�®�H

�¸�•��

	¦�Ü�¯
�0Ñ

�‰�Ž�y�¢���������N�£

�‰�Ž�y�¢���������N�£

�°j�± �¢���������N�£

�Ëj�± �¢���������N�£

�~j�± �¢���������N�£


+�Ï
ï���Õ�•���������N

�$
’���¢	–���£
+�Ï�â
$

�/

10

7
1

3
2 M

�Ý� �ï �ø
�



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


