
や
わ
ら
か
く
て

安
ら
ぐ
風
景

「
馬
鈴
薯
の
花
さ
く
こ
ろ
、
街
の
小
舟

は
ま
た
幾
つ
と
な
く
矢
部
川
の
流
れ
を

溯
り
初
め
る
。
さ
う
し
て
甘
酸
ゆ
い
燐

光
の
息
す
る
た
び
に
、
あ
を
あ
を
と
眼め

に
沁し

み
る
螢
籠
に
美
く
し
い
假か

り

寝ね

の
夢

を
時
た
ま
に
閃
め
か
し
な
が
ら
水
の
ま

に
ま
に
夜
を
こ
め
て
流
れ
下
る
の
を
習

慣
と
す
る
の
で
あ
る
。」　

　

な
ん
と
美
し
い
情
景
で
し
ょ
う
か
。

坂本クンと行く川巡り  第24回  
Go ! Go ! 109水系

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内

で
、編
集
部
の
面
々
が
全
国
の
一
級

河
川
「
１
０
９
水
系
」
を
巡
り
、
川

と
人
と
の
か
か
わ
り
を
探
り
な
が

ら
、
川
の
個
性
を
再
発
見
し
て
い
く

連
載
。今
回
は
八
女
茶
の
産
地
や
水

郷
柳
川
を
擁
す
る
矢
部
川
で
す
。

1 0 9水系
1964年（昭和39）に制定された新河川法では、分水界や
大河川の本流と支流で行政管轄を分けるのではなく、中小河
川までまとめて治水と利水を統合した水系として一貫管理す
る方針が打ち出された。その内、「国土保全上又は国民経済
上特に重要な水系で政令で指定したもの」（河川法第4条
第1項）を一級水系と定め、全国で109の水系が指定され
ている。

川名の由来【矢部川】
八女郡が上妻郡、下妻郡と分かれた時代に八女が訛って矢
部と称して残ったとされる。

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校
生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするようにな
り、川に興味をもちはじめ、川に青春を捧げる。全国の河川
市民団体に関する研究や川を活かしたまちづくりの調査研
究活動を行なっている。筑波大学大学院システム情報工
学研究科修了。白川直樹研究室「川と人」ゼミ出身。博
士（工学）。国立研究開発法人土木研究所自然共生研
究センター専門研究員、東京大学地域未来社会連携研究
機構北陸サテライト特任助教を経て2023年10月より現職。

坂本 貴啓 
さかもと  たかあき

金沢大学 人間社会研究域地域創造学系 講師
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柳
川
出
身
の
作
家
、
北
原
白
秋
は
作
品

の
一
節
で
矢や

部べ

川が
わ

の
情
景
を
こ
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
ま
す
（
『
思
ひ
出
―
抒
情
小

曲
集
』
）
。
そ
の
と
お
り
矢
部
川
に
は
や

わ
ら
か
い
情
景
が
あ
り
ま
す
。

　

初
め
て
訪
れ
た
と
き
の
印
象
も
、
上

流
域
の
茶
畑
、
中
流
域
の
農
村
水
路
、

下
流
域
の
水
郷
柳
川
の
運
河
な
ど
、
ど

れ
も
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
風
景
で

し
た
。
そ
れ
に
は
矢
部
川
の
自
然
の
営

み
が
つ
く
り
出
し
た
地
形
や
気
候
風
土

の
み
な
ら
ず
、
人
が
つ
く
り
出
し
た
社

会
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
す
。
今
回
、

改
め
て
矢
部
川
流
域
を
巡
り
、
個
々
の

情
景
が
生
ま
れ
た
理
由
を
探
し
て
み
ま

し
た
。

矢
部
川
の
気
候
風
土
が

育
て
た
八
女
茶

　

矢
部
川
を
遡
っ
て
い
く
と
、
八や

女め

市

に
入
り
ま
す
。
川
か
ら
少
し
離
れ
た
と

こ
ろ
に
緑
の
丘
陵
地
が
見
え
て
き
ま
す
。

川
か
ら
離
れ
て
丘
陵
地
を
上
っ
て
み
ま

し
た
。
見
渡
す
限
り
の
茶
畑
で
す
。
八

女
市
は
八
女
茶
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
が
確

立
さ
れ
た
お
茶
の
一
大
産
地
で
す
。
実

は
川
も
茶
畑
風
景
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。

お
茶
の
風
景
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た

か
、
八
女
市
役
所
農
業
振
興
課
の
谷
口

博
信
さ
ん
、
深
野
晃
弘
さ
ん
に
お
話
を

う
か
が
い
ま
し
た
。

「
八
女
は
お
茶
の
発
祥
の
地
で
す
。
室

町
時
代
に
中
国
（
明
）
か
ら
持
ち
帰
っ

た
茶
の
種
を
、
栄え
い
り
ん
し
ゅ
う
ず
い

林
周
瑞
禅
師
が
庄
屋

の
松
尾
太
郎
五
郎
久
家
に
栽
培
・
製
茶

の
技
法
と
と
も
に
伝
授
し
た
の
が
発
祥

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
八
女
茶
は
少
し

甘
め
の
味
が
特
徴
で
す
」

　

お
茶
が
な
ぜ
こ
の
地
で
栽
培
さ
れ
た

か
、
八
女
茶
の
甘
味
が
出
る
の
か
に
は

理
由
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。

「
川
霧
で
す
。
八
女
の
盆
地
は
朝
夕
に

川
霧
が
発
生
し
ま
す
。
川
か
ら
の
水
蒸

気
が
お
茶
の
天
敵
で
あ
る
霜
を
防
止
し

な
が
ら
寒
暖
を
繰
り
返
す
こ
と
で
甘
み

が
増
し
ま
す
」

　

こ
の
気
候
風
土
が
八
女
茶
を
生
み
出

し
ま
し
た
。
茶
は
新
芽
か
ら
摘
み
取
り

ま
で
日
光
に
当
て
つ
づ
け
た
「
煎
茶
」

と
摘
み
取
り
３
週
間
前
か
ら
日
光
を
遮

っ
て
育
て
た
「
玉
露
」
が
あ
る
そ
う
で

す
が
、
な
か
で
も
八
女
伝
統
本
玉
露
は

日
光
の
遮
断
に
稲
わ
ら
を
用
い
る
な
ど

厳
し
い
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
も
の
だ
け

が
ブ
ラ
ン
ド
と
な
り
ま
す
。
全
国
茶
品

評
会
に
も
出
展
さ
れ
る
八
女
の
お
茶
は
、

川
霧
の
気
候
風
土
と
伝
統
製
法
が
合
わ

さ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

現
代
に
つ
な
が
る

「
土
木
の
神
様
」の
国
づ
く
り

　

水
都
と
し
て
知
ら
れ
る
柳
川
は
、
実

は
矢
部
川
の
支
流
、
沖お
き
の
は
た
が
わ

端
川
の
水
路
網

で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

水
廻
り
廻
ら
す
毛
細
水
脈

矢
部
川

廻水路の一つである「黒木堰」から見た矢部川。水を分け合いながら流れていく

水廻り廻らす毛細水脈 矢部川45



矢
部
川

筑
後
川

矢部川

花宗川

笠原川

星野川

剣
持
川

田
代
川

辺
春
川

白
木
川

楠田川

飯江川

沖端川

塩
塚
川

有明海

矢
部
川

筑
後
川

矢部川

花宗川

笠原川

星野川

剣
持
川

田
代
川

辺
春
川

白
木
川

楠田川

飯江川

沖端川

塩
塚
川

九
州
縦
貫
自
動
車
道

九
州
新
幹
線

天
神
大
牟
田
線

三
国
山

久留米市

柳川市

みやま市

八女市

日
向
神
ダ
ム

花
巡
堰

馬
渡
堰

黒
木
堰

惣
河
内
堰

花
宗
堰

三
ヶ
名
堰

込
野
堰

唐
ノ
瀬
堰広

瀬
堰松

原
堰

筑後船小屋

九
州
縦
貫
自
動
車
道

九
州
新
幹
線

天
神
大
牟
田
線

三
国
山

久留米市

柳川市

みやま市

筑後船小屋

八女市

日
向
神
ダ
ム

花
巡
堰

馬
渡
堰

黒
木
堰

惣
河
内
堰

花
宗
堰

三
ヶ
名
堰

込
野
堰

唐
ノ
瀬
堰広

瀬
堰松

原
堰

八
女
中
央
大
茶
園八

女
市
役
所

柳
川

古
文
書
館

筑後川河川事務所
矢部川出張所

や
な
が
わ
有
明
海

水
族
館

八
女
中
央
大
茶
園八

女
市
役
所

柳
川

古
文
書
館

筑後川河川事務所
矢部川出張所

や
な
が
わ
有
明
海

水
族
館

田中吉政

八
女
茶

　

街
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
水
路
網
が

張
り
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
運
河
の
舟
巡

り
で
有
名
な
水
郷
柳
川
の
風
景
が
広
が

っ
て
い
ま
す
。
北
原
白
秋
も
こ
の
水
風

景
で
育
ち
ま
し
た
。

　

こ
の
風
景
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 
柳
川
古
文
書

館
学
芸
員
の
白
石
直
樹
さ
ん
に
お
話
を

聞
き
ま
し
た
。

「
１
６
０
１
年
（
慶
長
６
）
に
田
中
吉
政

が
柳や
な

河が
わ

城
に
入
城
し
た
際
、
城
下
町
の

基
礎
を
築
き
ま
し
た
。
吉
政
は
柳
河
城

の
周
囲
に
水
路
網
を
築
き
ま
す
が
、
こ

れ
が
今
の
掘
割
の
も
と
に
な
り
ま
し
た
。

の
ち
に
、
北
原
白
秋
は
こ
の
風
景
を

『
水
郷
』
と
表
現
し
て
文
学
で
発
表
し

た
の
が
、
水
郷
柳
川
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
ゆ
え
ん
で
す
」

　

そ
の
後
、
吉
政
は
水
路
網
だ
け
で
な

く
、
柳
川
と
久
留
米
を
結
ぶ
田
中
往
還
、

柳
川
と
八
女
を
結
ぶ
街
道
、
有
明
海
沿

岸
32
ｋｍ
に
も
及
ぶ
潮
止
め
堤
防
「
慶
け
い
ち
ょ
う長

本ほ
ん

土ど

居い

」
を
築
き
ま
し
た
。
柳
河
城
を

起
点
と
し
た
都
市
計
画
が
田
中
吉
政
時

代
に
確
立
さ
れ
、
現
代
の
基
盤
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

白
石
さ
ん
は
こ
の
水
路
の
重
要
性
を

防
災
の
角
度
か
ら
語
り
ま
す
。

「
柳
川
の
周
り
に
は
、
ク
リ
ー
ク
と
呼

ば
れ
る
農
業
水
路
網
が
張
り
巡
ら
さ
れ

て
い
ま
す
。
低
平
地
は
水
捌
け
が
わ
る

く
内
水
被
害
が
出
や
す
い
で
す
が
、
ク

 矢部川
 水系番号 ： 93
 都道府県 ： 福岡県 熊本県
 源流 ： 三国山（994 ｍ） 
 河口 ： 有明海  
 本川流路延長 ： 61 km 83位／109
 支川数 ： 23河川 98位／109
 流域面積 ： 647 km2 84位／109
 流域耕地面積率 ： 24.1 ％ 10位／109
 流域年平均降水量 ： 2450.4 mm 26位／109
 基本高水流量 ： 3500 m3/ s 81位／109
 河口換算の
 基本高水流量※ ： 4923 m3/ s 78位／109

 流域内人口 ： 16万6123人 57位／109
 流域人口密度 ： 257人 / km2 35位／109

（基本高水流量観測地点：船小屋〈河口から15.3km地点〉）
※河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点
の集水面積）　
※各水系の比較のため公式発表諸元をもとに坂本貴啓さん作成
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏
面）　流域内人口 ＝ 国土交通省「一級水系における流域等の面積、総人
口、一般資産額等について（流域）」を参照（最終閲覧日2013年4月）

【矢部川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成19年）、流域界データ（昭和
52 年）、行政区域（令和4）、鉄道データ（令和4年）、高速道路時系列デ
ータ（令和4年）」より編集部で作図

1八女茶について教えてくれた八女市農業振興課の谷口博信
さん（右）と深野晃弘さん（左）　2高台から見た八女市の茶畑
3稲わらで編んだ「こも」で被覆した茶畑　4八女伝統本玉
露の茶摘み風景3,4提供：八女市建設経済部農業振興課

5水郷柳川の基盤をつ
くった田中吉政の肖像
眞勝寺蔵／写真提供：
柳川古文書館　
6柳川の歴史や田中吉
政の功績について語る
柳川古文書館主査幹
（学芸員）の白石直樹さん

1

5

6

3

2

4
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久留米藩築堰
柳川藩築堰

※年代は藩政時代における築堰・改築年松原
堰

花巡堰
花
巡
廻
水
路

三
ヶ
名
廻
水
路

込
野
廻
水
路

唐
ノ
瀬

廻
水
路

黒
木
廻
水
路

惣
河
内
廻
水
路

馬
渡

廻
水
路
笠原川

星野川

花宗川

筑後川
へ

剣持川

田代川

沖
端
川

柳
川
へ

辺春
川

白木
川

広瀬用
水

三ヶ名堰

馬渡堰

黒木堰

1664年
1714年
1794年

1685年
1761年

1789年
1844年

1763年
1794年

1683年

1686年

1680年

1762年

込野堰

惣河内堰

17
16
年

広瀬
堰

不明

有明
海

唐ノ瀬堰

花宗堰

廻水路

（有馬領）久留米藩

取水口

取水口
花巡廻水路
合流口

黒木廻水路
合流口

取水口

取水口

花巡堰 はなめぐりぜき 三ヶ名堰 さんがみょうぜき

馬渡堰 まわたりぜき 込野堰 こみのぜき

黒木堰 くろぎぜき 唐ノ瀬堰 とうのせぜき

惣河内堰 そうこうちぜき

柳川藩（立花領）

取水口

取水口

取水口

込野廻水路
合流口

リ
ー
ク
へ
一
時
的
に
水
を
集
め
る
こ
と

で
、
浸
水
を
防
ぐ
『
も
た
せ
』
と
呼
ば

れ
る
効
果
が
あ
り
ま
す
」

　

こ
れ
は
現
代
の
流
域
治
水
に
通
ず
る

優
れ
た
公
共
事
業
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

今
の
暮
ら
し
の
骨
格
を
つ
く
っ
て
い
る

と
思
う
と
当
時
の
都
市
計
画
技
術
の
高

さ
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
水
郷
柳
川
に
行

く
際
の
目
線
が
変
わ
り
そ
う
で
す
。

廻
水
路
か
ら
窺
い
知
る

「
協
調
」を
礎
と
す
る
風
土

　

江
戸
時
代
、
矢
部
川
の
左
岸
は
立
花

領
（
柳
川
藩
）、
右
岸
は
有
馬
領
（
久
留
米
藩
）

だ
っ
た
た
め
御お

さ
か
い
が
わ

境
川
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。

　

１
６
２
０
年
（
元
和
６
）
に
立
花
宗む

ね

茂し
げ

が
再
入
封
し
、
矢
部
川
左
岸
の
領
主
と

な
り
ま
す
。
宗
茂
は
関
ヶ
原
合
戦
の
前

に
柳
川
周
辺
の
平
野
部
を
広
く
治
め
て

い
ま
し
た
が
、
水
源
と
な
る
上
流
域
を

も
た
な
か
っ
た
た
め
、
農
業
用
水
の
確

保
に
苦
労
し
た
そ
う
で
す
。

「
宗
茂
は
再
入
封
す
る
際
に
幕
府
と
交

渉
し
、
水
田
が
広
が
る
三
潴
地
区
を
手

離
す
代
わ
り
に
、
矢
部
川
左
岸
の
源
流

域
ま
で
を
領
地
と
し
ま
す
。『
水
田
よ

り
も
水
源
』
と
考
え
て
い
た
の
で
す
ね
。

有
明
海
を
干
拓
す
れ
ば
水
田
は
つ
く
れ

ま
す
が
、
自
分
の
領
地
（
自
領
）
に
水
が

な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
か

ら
」
と
八
女
の
歴
史
と
廻
水
路
に
詳
し

い
郷
土
史
家
の
馬
場
紘
一
さ
ん
は
言
い

ま
す
。

　

一
般
的
に
水
田
を
潤
す
た
め
に
は
灌

漑
面
積
の
約
15
倍
の
水
源
面
積
が
必
要

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
矢
部
川
は
わ

ず
か
４
倍
程
度
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
水

田
地
帯
を
広
げ
ら
れ
た
の
は
、
矢
部
川

沿
い
に
「
廻
水
路
」
を
設
け
た
か
ら
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

宗
茂
の
「
自
領
に
降
っ
た
雨
（
水
）

に
よ
っ
て
自
領
の
水
を
賄
う
」
と

い
う
考
え
か
ら
、
廻
水
路
と
い
う

他
の
川
に
は
見
ら
れ
な
い
独
特
な

水
利
慣
行
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

廻
水
路
と
は
、
相
手
の
堰
の
上 7廻水路の詳細を記載している『矢部川細図』（安政6年写）八女市立図書館蔵

8廻水路は「協調」の風土の現れと語る郷土史家の馬場紘一さん
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矢部川の廻水路と主要堰
馬場紘一さん提供資料、国土交通省HPなどを参考に編集部作成
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柳
川

流
に
自
領
の
堰
を
設
け
て
取
水
し
た
水

を
、
相
手
の
堰
を
迂
回
し
て
川
に
落
水

さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
下
流
に
あ
る
自
領

の
堰
へ
水
を
安
定
的
に
回
す
た
め
の
水

路
で
す
。

　

廻
水
路
の
図
を
見
る
と
、
立
花
領
に

も
有
馬
領
に
も
支
川
が
あ
り
ま
す
。
自

領
の
支
川
が
矢
部
川
に
流
れ
出
る
と
、

相
手
が
堰
で
取
水
す
る
前
に
、
自
領
の

支
川
直
下
に
設
け
た
堰
か
ら
廻
水
路
で

取
水
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
廻
水
路
に
か
か
わ
る
最
上

流
部
の
有
馬
領
の
花
巡
堰
か
ら
上
流
の

集
水
域
は
、
立
花
領
と
有
馬
領
に
跨
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
花
巡
堰
の
右
岸

側
に
越
流
部
を
設
け
、
河
川
水
の
一
部

が
立
花
領
の
用
水
と
し
て
越
水
す
る
よ

う
に
も
し
て
い
ま
す
。

　

今
も
矢
部
川
で
は
、
渇
水
に
な
る
と

廻
水
路
が
機
能
を
発
揮
し
、
左
右
岸
そ

れ
ぞ
れ
の
田
畑
に
自
領
の
水
を
届
け
て

い
ま
す
。

張
り
巡
ら
さ
れ
た

掘
割
か
ら
広
が
る
活
動

　

北
原
白
秋
に
よ
っ
て
水
郷
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
柳
川
で
す
が
、
一
時

期
は
ヘ
ド
ロ
に
ま
み
れ
た
悪
臭
漂
う
水

路
に
な
っ
て
い
た
と
き
も
あ
り
ま
し
た
。

掘
割
の
水
を
守
る
活
動
を
今
日
ま
で
多

く
の
市
民
が
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

水
郷
を
白
秋
の
時
代
の
水
景
に
戻
そ

う
と
活
動
す
る
の
が
「
水
の
会
」
で
す
。

１
９
９
１
年
（
平
成
３
）
８
月
１
日
（
水
の

日
）
に
発
足
し
ま
し
た
（
水
の
会
の
詳
細
は
、

水
の
文
化
32
号
参
照
）
。
も
う
30
年
以
上
続

く
水
の
会
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
活
動

を
行
な
っ
て
き
た
の
か
、
山
口
徳
雄
さ

ん
、
平
野
幸
二
さ
ん
、
平
田
健
造
さ
ん

に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
発
足
当
初
は
、
水
質
悪
化
が
ひ
ど
く

柳
川
の
掘
割
を
埋
め
て
し
ま
お
う
と
い

う
議
論
も
あ
り
ま
し
た
が
、
水
の
会
発

足
者
の
故
・
広
松
伝つ
た
えさ

ん
の
尽
力
に
よ

り
、
掘
割
の
水
質
再
生
も
進
み
、
こ
の

水
郷
の
風
景
は
守
ら
れ
ま
し
た
」

　

そ
の
後
、
柳
川
だ
け
で
な
く
上
下
流

の
交
流
を
通
じ
て
矢
部
川
流
域
の
水
景

を
守
っ
て
い
こ
う
と
、
２
０
０
５
年
（
平

成
17
）
に
『
矢
部
川
を
つ
な
ぐ
会
』
も

発
足
し
て
流
域
を
視
野
に
入
れ
た
活
動

も
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

柳
川
で
は
生
き
物
を
テ
ー
マ
に
し
た

子
ど
も
た
ち
の
活
動
も
盛
ん
で
す
。
柳

川
の
近
く
に
広
が
る
有
明
海
は
干
満
の

差
が
あ
り
干
潟
特
有
の
魚
も
多
く
い
る

た
め
、
魚
を
見
せ
よ
う
と
近
藤
潤
三
さ

ん
が
水
産
用
冷
凍
庫
跡
を
改
装
し
て
私

営
の
「
お
き
の
は
た
水
族
館
」
を
立
ち

上
げ
ま
す
。
そ
の
後
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｓ
Ｐ

Ｅ
Ｒ
Ａ
森
里
海
・
時
代
を
拓
く
が
「
や

な
が
わ
有
明
海
水
族
館
」
と
改
名
し
管

理
運
営
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
代
表
の

内
山
里さ
と
み海
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
学
生
館
長
を
置
く
こ
と
も
こ
だ
わ
り

の
一
つ
で
す
。
２
０
１
６
年
（
平
成
28
）

か
ら
高
校
生
が
館
長
に
な
り
、
す
で
に

三
代
目
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
水
族
館

の
運
営
に
携
わ
る
こ
と
で
、
若
者
ら
し

い
発
想
で
、
多
く
の
人
に
魅
力
を
発
信

す
る
水
族
館
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
」

　

張
り
巡
ら
さ
れ
た
掘
割
の
水
脈
は
、

一
人
ひ
と
り
が
水
へ
の
関
心
を
呼
び
起

こ
す
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
い
知
れ
ま
し
た
。

利
水
者
と
の
協
力
で

「
先
行
排
水
」を
実
施

　

矢
部
川
の
下
流
、
海
抜
０
ｍ
地
帯
の

低
平
地
に
ク
リ
ー
ク
が
張
り
巡
ら
さ
れ

て
い
ま
す
。
特
徴
は
、
干
拓
に
よ
り
張

り
巡
ら
さ
れ
た
水
路
網
で
形
成
さ
れ
た

農
業
地
帯
、
河
口
の
有
明
海
に
広
が
る

干
潟
漁
業
（
ノ
リ
養
殖
、
ア
サ
リ
漁
な
ど
）
で

す
。
低
平
地
な
の
で
大
雨
が
降
る
と
水

は
け
が
悪
く
、
洪
水
が
広
が
り
や
す
い

面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
低
平
地

の
水
の
利
用
、
治
水
に
お
い
て
近
年
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
国
土
交
通
省
九
州
地
方
整
備
局

筑
後
川
河
川
事
務
所
矢
部
川
出
張
所
の

橋
口
忍
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
矢
部
川
は
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
水

を
張
り
巡
ら
せ
て
い
ま
す
。
分
派
す
る

沖
端
川
を
通
じ
て
夏
場
は
柳
川
の
掘
割

9「水の会」の活動について語る山口徳雄さん（左）、平
野幸二さん（中）、平田健造さん（右）　10 「水郷」の名に
ふさわしい柳川の風景。人びとの活動が掘割を守った　
11やながわ有明海水族館学生館長の亀井裕介さん　
12やながわ有明海水族館を運営するNPO法人SPERA
森里海・時代を拓くの内山里海さん　13やながわ有明
海水族館の外観。入りやすい雰囲気　14掘割を清掃す
るNPO法人SPERA森里海・時代を拓くのメンバーたち
11, 14提供：NPO法人SPERA森里海・時代を拓く

9
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13

14
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の
水
が
足
り
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
気

を
配
り
、
冬
場
は
有
明
海
で
盛
期
を
迎

え
る
ノ
リ
養
殖
の
た
め
に
水
を
流
し
た

り
と
微
妙
な
調
整
の
も
と
水
利
用
が
行

な
わ
れ
て
い
ま
す
」

　

水
が
限
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
複
雑
な
水

利
用
が
な
さ
れ
る
反
面
、
洪
水
時
に
は

低
平
地
の
水
を
い
か
に
排
出
す
る
か
に

取
り
組
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。

「
近
年
は
雨
の
降
り
方
も
変
わ
り
、
矢

部
川
も
水
害
に
見
舞
わ
れ
る
年
が
あ
り

ま
し
た
（
２
０
１
２
年
決
壊
）
。
内
水
被
害
を

少
し
で
も
抑
え
よ
う
と
、
利
水
者
に
協

力
し
て
も
ら
い
、
事
前
に
ク
リ
ー
ク
の

水
位
を
下
げ
て
お
き
、
洪
水
の
流
れ
込

む
余
地
を
つ
く
る
『
先
行
排
水
』
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
矢
部
川
の
流

域
治
水
と
し
て
の
取
り
組
み
で
す
」

　

水
が
欲
し
い
時
は
流
し
、
多
す
ぎ
る

時
は
排
除
す
る
。
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

は
難
し
い
で
す
。
河
川
管
理
者
だ
け
で

は
難
し
い
複
合
的
な
水
管
理
を
、
地
域

と
協
力
し
な
が
ら
治
水
、
利
水
の
両
面

か
ら
独
自
に
試
行
し
て
い
ま
す
。
ま
さ

に
「
矢
部
川
流
」
と
も
い
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
が
張
り
巡
ら
せ
た

流
域
の
毛
細
水
脈

　

水
利
用
の
複
雑
な
矢
部
川
で
す
が
、

の
ぞ
き
込
む
と
川
遊
び
し
や
す
そ
う
な

水
量
が
流
れ
て
い
ま
す
。
本
来
な
ら
も

っ
と
多
い
で
あ
ろ
う
矢
部
川
の
水
で
す

が
、
川
か
ら
派
生
し
て
、
流
域
各
所
に

行
き
届
い
て
い
る
そ
の
様
は
、
ま
さ
に

「
毛
細
水
脈
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

風
景
で
す
。

　

田
中
吉
政
時
代
に
基
礎
を
築
い
た
水

郷
柳
川
の
都
市
計
画
、
両
岸
に
廻
水
路

で
水
を
分
け
合
っ
た
歴
史
、
有
明
海
の

干
拓
の
変
遷
が
、
水
脈
と
し
て
歴
史
を

刻
ん
で
い
っ
た
と
も
み
て
と
れ
ま
す
。

人
が
張
り
巡
ら
せ
た
毛
細
水
脈
の
筋
の

一
つ
ひ
と
つ
に
、
矢
部
川
流
域
の
暮
ら

し
の
息
遣
い
を
感
じ
ま
し
た
。

　
（
２
０
２
２
年
11
月
９
～
11
日
取
材
）

※
文
中
の
方
々
の
所
属
や
肩
書
き
は
取
材
当
時
の
も
の

（
編
集
部
）

15国土交通省が堰を操作し、地域と連携して先行排水
を実施している「長嶋・海津地区（みやま市）」16矢部川
下流域の内水氾濫を抑えるため、事前に水路の水を抜くな
ど先行排水を行なっているエリア（南校区はみやま市が実
施）15，16提供：国土交通省九州地方整備局筑後川河
川事務所　17矢部川の「先行排水」などを説明してくれ
た国土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所の皆さ
ん。矢部川出張所所長の橋口忍さん（中）、調査課企画係
長の梶原徹さん（右）、調査課企画係の楠原美沙さん（左）

長嶋・海津地区先行排水
クリーク流域面積 230ha
対象クリーク延長 15.1㎞
貯留効果 3,700㎥

南校区地区先行排水
クリーク流域面積 850ha
対象クリーク延長 48.0㎞
貯留効果 215,500㎥

主要河川
先行排水実施箇所
クリーク流域箇所

矢
部
川 

⇨

矢
部
川

矢
部
川

飯
江
川 

⇨

は
え
が
わ

⇦ 飯江川

飯江川飯江川

長嶋・海津

南校区

漁を終えた漁船が戻る矢部川河口の夕暮れ

九州地方整備局筑後川河川事務所と佐賀県の障害福祉サービス事業所のPICFA
（ピクファ）のコラボレーション「土木×アート」から生まれた作品群（ショベルカー、ス
コップ、ヘルメット）提供：国土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所

15

16

17

矢部川下流域の先行排水実施エリア提供：みやま市

南校区

長嶋・海津
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