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20
代
最
後
の
川
巡
り

　

庄し
ょ
う
が
わ川は
大
学
時
代
に
研
究
室
の
ゼ
ミ

合
宿
で
２
０
１
３
年
８
月
に
訪
れ
た
川

で
す
。
４
日
間
か
け
て
、
源
流
か
ら
河

口
ま
で
巡
り
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
ち
ょ

う
ど
４
年
。
同
じ
よ
う
に
上
流
か
ら
河

口
ま
で
巡
っ
て
み
ま
し
た
。
以
前
と
ど

ん
な
ふ
う
に
自
身
の
川
の
見
方
に
変
化

が
あ
っ
た
か
、
20
代
最
後
の
総
括
と
し

て
…
…
。

　

川
の
風
景
と
い
う
と
、
上
流
、
中
流
、

下
流
を
思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
で
な
い
川
も
あ
り
ま

す
。
庄
川
は
全
川
の
３
分
の
２
く
ら
い

が
山
間
の
風
景
が
続
き
、
残
り
３
分
の

１
の
部
分
ま
で
く
る
と
一
気
に
開
け
て

平
野
風
景
に
一
変
し
ま
す
。
日
本
海
側

に
は
こ
う
い
う
特
徴
の
川
が
い
く
つ
か

あ
り
ま
す
。
過
去
に
紹
介
し
た
黒
部
川

も
そ
の
一
つ
で
す
が
、
黒
部
川
に
は
山

間
に
人
の
住
め
る
余
地
が
皆
無
で
し
た

が
、
庄
川
は
山
間
で
も
暮
ら
し
が
見
え

る
場
面
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
そ
ん
な

庄
川
を
巡
り
ま
し
た
。

階
段
の
よ
う
に
連
な
る
ダ
ム
群

　

庄
川
の
特
徴
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も

ダ
ム
群
で
す
。
上
流
の
御み

ぼ

ろ
母
衣
ダ
ム
か

ら
数
え
、
本
川
に
９
基
も
の
ダ
ム
が
存

在
し
ま
す
。
車
で
川
沿
い
を
下
る
と
、

ダ
ム
→
ダ
ム
湖
→
ダ
ム
→
ダ
ム
湖
…
…
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山
里
の
暮
ら
し
を
縫
い
、

平
野
の
暮
ら
し
を
紡
い
だ

庄
川

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
で
す
。

1 

0 

9
水
系

1

9

6

4
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
1

0

9
の
水
系
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

砺波平野を流れる庄川
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と
連
続
し
て
い
て
、
水
面
の
高
さ
を
断

面
か
ら
線
で
つ
な
ぐ
と
、
階
段
の
よ
う

に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

庄
川
の
急
峻
な
地
形
と
豊
富
な
水
が
水

力
発
電
に
適
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
電

源
開
発
が
多
く
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

庄
川
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
ダ
ム
群

な
し
で
は
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

川
だ
け
見
る
と
、
電
源
開
発
の
川
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

山
間
の
集
落
文
化

　

世
界
文
化
遺
産
の
地
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
合
掌
造
り
集
落
（
注
１
）
の
白し

ら

川か
わ

郷ご
う

・
五ご

箇か

山や
ま

（
注
２
）
で
す
が
、
庄
川
沿

い
に
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。
白
川
郷
と
五
箇
山
は
同
質
の

景
観
を
有
し
距
離
も
近
い
の
で
す
が
、

白
川
郷
は
飛
騨
の
天
領
（
現
在
は
岐
阜
県
）、

五
箇
山
は
加
賀
藩
領
（
現
在
は
富
山
県
）
だ

っ
た
た
め
結
び
つ
き
が
強
い
地
域
が
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

白
川
郷
道
先
案
内
人
の
上か
み

手で

重
一
さ

ん
は
白
川
郷
の
合
掌
造
り
に
つ
い
て
こ

う
解
説
し
ま
し
た
。

「
切
妻
型
の
合
掌
造
り
は
庄
川
沿
い
に

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
屋
根
の
両
端
が
本

を
開
い
て
立
て
た
よ
う
に
三
角
形
に
な

っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
積
雪
が
多
く

雪
質
が
重
い
と
い
う
白
川
の
自
然
条
件

に
適
し
た
つ
く
り
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　

建
物
は
南
北
に
面
し
て
建
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
風
の
抵
抗
を
で
き
る

だ
け
小
さ
く
し
、
か
つ
民
家
（
屋
根
）
へ

の
日
照
時
間
を
確
保
す
る
た
め
の
工
夫

で
す
。
夏
は
涼
し
く
、
冬
は
保
温
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
庄
川
山
間

の
気
候
風
土
に
合
っ
た
優
れ
た
建
築
様

式
で
す
。

　

白
川
郷
で
も
う
一
つ
驚
い
た
の
が
、

充
実
し
た
防
火
対
策
。
上
手
さ
ん
は

「
火
の
用
心
た
の
ん
ま
す
。
と
言
い
な
が

ら
、
家
々
を
日
に
３
回
も
巡
り
ま
す
」

と
の
こ
と
。
家
々
に
防
火
用
水
設
備
を

張
り
巡
ら
せ
て
お
り
、
放
水
設
備
は
59

あ
り
ま
す
。
11
月
上
旬
に
は
冬
場
の
火

事
予
防
に
備
え
て
、
放
水
設
備
の
一
斉

点
検
を
行
な
い
、
放
物
線
を
描
く
水
の

カ
ー
テ
ン
は
迫
力
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　

少
し
下
っ
て
白
川
村
を
抜
け
、
富
山

県
に
入
る
と
五
箇
山
地
区
で
す
。

　

五
箇
山
は
合
掌
造
り
集
落
以
外
に
も
、

「
こ
き
り
こ
唄
」
と
い
う
民
謡
や
「
五

箇
山
豆
腐
」
の
食
文
化
が
受
け
継
が
れ

て
き
ま
し
た
。
五
箇
山
は
古
く
よ
り
浄

土
真
宗
が
信
仰
さ
れ
て
き
た
地
域
で
、

親
鸞
聖
人
の
法
会
に
精
進
料
理
と
し
て

五
箇
山
豆
腐
が
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
き
り
こ
唄
と
は
日
本
で
も
っ

と
も
古
い
民
謡
で
、
竹
を
割
い
て
束
ね

た
民
族
楽
器
「
さ
さ
ら
」
で
、
囃は
や

子し

に

合
わ
せ
て
踊
り
ま
す
。

　

ど
う
し
て
こ
の
山
間
の
集
落
に
こ
の

よ
う
な
伝
統
や
食
文
化
が
残
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

白川郷の合掌造りの茅葺き家屋（右）。
堂 と々したたたずまいだ。上は防火用の
放水銃を説明する白川郷道先案内人の
上手重一さん

（注 2）五箇山

赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小
谷、利賀谷の５つの区域を合
わせて五箇山と呼ばれている。

（注 1）合掌造り

木材を梁の上に手の平を合わせたよう
に山形に組み合わせて建築された、勾配
の急な茅葺きの屋根を特徴とする住居。
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名
産
品
の
五
箇
山
豆
腐
づ
く
り
と
こ

き
り
こ
唄
の
保
存
を
行
な
っ
て
い
る
岩

㟢
喜
平
さ
ん
（
越
中
五
箇
山
筑
子
唄
保
存
会
事
務

局
長
／
喜
平
商
店
）
は
、「
庄
川
は
遡
っ
て
い

く
と
、
長
良
川
に
出
る
。
そ
こ
か
ら
川

沿
い
を
伝
っ
て
、
尾
張
ま
で
出
て
い
け

る
。
行
き
止
ま
り
で
な
い
と
い
う
の
が

大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
答
え

て
く
れ
ま
し
た
。

　

岩
㟢
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、

川
を
遡
っ
て
い
き
、
山
を
越
え
ら
れ
な
い

と
人
の
往
来
は
少
な
く
な
り
ま
す
。
人
が

行
き
来
す
る
こ
と
で
、
衰
退
せ
ず
に
守
ら

れ
て
き
た
庄
川
沿
い
の
集
落
の
豊
か
な
文

化
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

庄
川
と
流
木
の
歴
史

　

山
間
を
抜
け
る
庄
川
の
歴
史
は
流
木

の
歴
史
で
も
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代

か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
飛
騨
地
方
の

庄
川
流
域
の
雑
木
林
は
木
材
と
し
て
使

わ
れ
、
庄
川
は
日
本
海
側
に
運
ぶ
た
め

の
川
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

庄
川
美
術
館
主
任
学
芸
員
の
末
永
忠

宏
さ
ん
は
、「
山
か
ら
切
り
出
し
た
木
材

の
運
び
方
は
、
谷
川
を
せ
き
止
め
小
さ

な
ダ
ム
を
つ
く
っ
て
木
材
を
止
め
て
お

き
、
堰
を
切
っ
て
、
水
の
勢
い
で
一
気

に
庄
川
に
流
し
ま
す
。
こ
れ
は
『
鉄
砲

出
し
』
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
」
と
当
時

の
木
材
運
輸
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
ま

し
た
。

　

鉄
砲
出
し
の
流
れ
に
乗
っ
て
庄
川
本

川
に
流
れ
出
て
か
ら
は
、
流
り
ゅ
う
そ
う送
夫ふ

と
い

う
人
た
ち
が
、
木
材
が
引
っ
か
か
っ
て

止
ま
っ
て
い
な
い
か
、
確
認
し
な
が
ら

下
流
へ
と
導
く
「
川
狩
り
」
を
行
な
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
木
材
産

業
が
山
・
川
を
一
体
と
し
て
盛
ん
な
庄

川
沿
い
で
し
た
が
、
突
如
、
小
牧
ダ
ム

に
よ
る
電
源
開
発
の
話
が
持
ち
上
が
り

ま
す
。
富
山
県
の
実
業
家
の
浅
野
総
一

郎
に
よ
る
ダ
ム
開
発
が
進
行
す
る
と
、

木
材
で
生
計
を
立
て
て
い
た
人
た
ち
か

ら
は
反
対
運
動
が
沸
き
起
こ
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
の
ち
に
い
う
「
庄
川
流
木
事
件
」

で
す
。

　

こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
庄
川
水
資
料

館
館
長
の
松
村
樹
さ
ん
は
詳
細
を
語
っ

て
く
れ
ま
し
た
。「
電
力
側
は
賠
償
金
と
、

流
木
を
ダ
ム
湖
か
ら
揚
げ
る
ベ
ル
ト
コ

ン
ベ
ア
の
設
置
の
補
償
を
行
な
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
木
材
側
も
わ
ざ
と
ベ
ル

ト
コ
ン
ベ
ア
の
能
力
以
上
の
木
材
を
上

流
か
ら
流
す
な
ど
、
反
発
を
や
め
ま
せ

ん
で
し
た
」。
こ
の
事
件
は
小
説
（
山
田
和

『
瀑
流
』（
文
藝
春
秋
２
０
０
２
））に
も
登
場
し
ま

す
。
庄
川
の
河
川
開
発
の
歴
史
を
語
る

う
え
で
、
重
要
な
出
来
事
の
一
つ
で
す
。

庄
川
が
つ
く
っ
た
砺と

波な
み

平
野

　

庄
川
は
山
間
を
抜
け
る
と
一
気
に
開

け
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
夕
暮
れ
時
、
展
望

台
へ
上
り
ま
し
た
。
黄
金
色
に
輝
く
、
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国立研究開発法人 
土木研究所 水環境研究グループ
自然共生研究センター 専門研究員

庄川と流木の歴史を話す庄川
水資料館の松村樹館長（上）。
庄川美術館主任学芸員の末
永忠宏さん（右）

上は五箇山の合掌造り集落の景色。円内は名産品の
五箇山豆腐。縄で縛っても崩れない、しっかりとした硬さ
だ。この五箇山豆腐とこきりこ唄の保存に携わるのが岩
㟢喜平さん（右）。左は「ささら」を手に踊りを披露してくれ
た大瀬輝夫さん

 庄川
 水系番号  ： 41
 都道府県  ： 富山県、岐阜県
 源流  ： 烏帽子岳（1625 ｍ） 
 河口  ： 富山湾  
 本川流路延長  ： 115 km 42位／109
 支川数  ： 48河川 70位／109
 流域面積  ： 1180 km2 58位／109
 流域耕地面積率  ： 2.8 ％ 101位／109
 流域年平均降水量  ： 1631 mm 69位／109
 基本高水流量  ： 6500 m3/ s 45位／109
 河口の基本高水流量  ： 7155 m3/ s 58位／109
 流域内人口  ： 4万6201人 88位／109
 流域人口密度 ： 39人 / km2 95位／109
（基本高水流量観測地点：雄神〈河口から25.4km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）
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）

【庄川流域の地図】
国土交通省国土数値
情報「河川データ（平
成 20年）、流域界デー
タ（昭和 52 年）、ダム
データ（平成 26年）」
より編集部で作図

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）。
2017年4月から現職。
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砺と

波な
み

平
野
の
田
ん
ぼ
の
な
か
に
ぽ
つ
り

ぽ
つ
り
と
家
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
地

理
学
で
は
「
散さ
ん

村そ
ん

」
と
呼
ば
れ
て
い
る

農
村
の
景
観
形
態
で
す
。
家
と
そ
の
周

り
の
田
ん
ぼ
を
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
し

て
、
一
つ
の
世
帯
が
暮
ら
し
を
営
ん
で

い
ま
す
。
特
に
家
の
周
り
を
取
り
囲
む

屋
敷
林
は
「
カ
イ
ニ
ョ
」
と
呼
ば
れ
、

杉
を
中
心
と
し
た
木
々
が
強
い
南
西
風

か
ら
家
を
守
る
防
風
林
の
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。

「
屋
敷
林
の
管
理
が
難
し
い
高
齢
世
帯

な
ど
の
剪せ
ん
て
い定

を
支
援
し
た
り
、
新
婚
世

帯
に
は
屋
敷
林
の
苗
木
を
提
供
す
る
な

ど
の
補
助
を
市
の
施
策
と
し
て
行
な
っ

て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
と
な
み
散

居
村
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
の
川
原
国
昭

さ
ん
。
人
の
住
み
や
す
さ
に
景
観
は
大

き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
砺
波

市
が
市
町
村
住
み
よ
さ
ラ
ン
キ
ン
グ
（
注

３
）
全
国
２
位
で
あ
る
要
因
の
一
つ
に
砺

波
平
野
の
秩
序
あ
る
景
観
が
守
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
そ
う
で
す
。

急
流
河
川
の
治
水
の
術

　

庄
川
の
川
筋
は
、
時
代
を
追
っ
て
変

化
し
て
い
き
ま
す
。
山
間
部
を
抜
け
る

と
庄
川
は
小
矢
部
川
に
向
か
っ
て
流
れ
、

次
第
に
東
寄
り
に
流
れ
を
変
え
て
い
き

ま
し
た
。
何
本
も
の
川
筋
が
洪
水
を
起

こ
し
な
が
ら
土
砂
を
運
ん
で
で
き
た
の

が
砺
波
平
野（
庄
川
扇
状
地
）で
す
。
江
戸
時

代
の
初
め
ま
で
庄
川
は
今
よ
り
西
側
を

流
れ
て
い
ま
し
た
が
、
加
賀
藩
は
築
堤

で
流
れ
を
一
本
化
し
よ
う
と
し
ま
す
。

　

以
前
か
ら
小
矢
部
川
と
合
流
し
て
富

山
湾
に
注
い
で
い
た
庄
川
は
、
明
治
時

代
に
な
っ
て
小
矢
部
川
か
ら
分
離
さ
れ
、

新
し
く
海
に
注
ぐ
河
口
が
で
き
ま
す
。

　

川
筋
の
変
遷
に
つ
い
て
、
国
土
交
通

省
北
陸
地
方
整
備
局
富
山
河
川
国
道
事

務
所
調
査
第
一
課
長
の
池
田
大
介
さ
ん

に
聞
き
ま
し
た
。

「
庄
川
は
砺
波
平
野
を
奔
放
に
流
れ
る

川
で
、
洪
水
の
た
び
に
流
れ
を
変
え
て

い
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
加
賀
藩
に

よ
っ
て
、
渓
谷
か
ら
平
野
に
開
け
た
す

ぐ
の
扇せ
ん

頂ち
ょ
う付

近
に
堤
防
が
つ
く
ら
れ

ま
し
た
。
堤
防
を
固
め
る
た
め
に
松
を

植
え
た
た
め
『
松
川
除よ

け
』
と
呼
ば
れ
、

弁
財
天
付
近
の
堤
防
で
は
名
残
の
松
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　

現
在
の
堤
防
の
上
に
も
松
の
木
が

点
々
と
見
ら
れ
、
当
時
庄
川
の
西
流
す

る
流
れ
を
締
め
切
っ
た
こ
と
を
な
ん
と

な
く
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
庄
川
沿
い
に
は
霞
か
す
み

堤て
い

が
発
達

し
て
い
ま
す
。
本
川
に
沿
っ
て
二
重
三

重
に
不
連
続
な
堤
防
が
あ
り
、
上
流
の

堤
防
が
決
壊
し
た
場
合
で
も
、
霞
堤
の

開
口
部
か
ら
氾
濫
流
を
受
け
入
れ
、
河

道
に
戻
し
氾
濫
被
害
が
拡
大
す
る
の
を

防
ぐ
優
れ
た
治
水
の
術す
べ

で
す
。
か
ね
て

こ
の
よ
う
な
治
水
術
が
と
ら
れ
て
き
ま

し
た
が
、
現
在
も
急
流
河
川
に
お
い
て

1

坂本さんに庄川について説明する国土
交通省北陸地方整備局富山河川国道
事務所調査第一課長の池田大介さん
（右）と専門官の奥井淳さん（中）。左は堤
防を固めるために植えられたという「松川
除け」の松

豊かな水を利用して古くから農業が発展した砺波平野（上）。散居村は田畑の開拓の
ために生まれた。左はとなみ散居村ミュージアム館長の川原国昭さん

2
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は
有
効
で
、
霞
堤
を
庄
川
の
平
野
の
各

所
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

河
口
は
流
通
の
交
差
点

　

か
つ
て
庄
川
の
下
流
を
射い

水み
ず

川が
わ

、
上

流
を
雄お

神が
み

川が
わ

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
江

戸
時
代
、
射
水
川
（
庄
川
の
河
口
付
近
）
の
右

岸
側
は
北
前
船
が
と
ま
る
港
と
し
て
栄

え
た
放ほ
う
じ
ょ
う
づ
み
な
と

生
津
湊
が
あ
り
ま
し
た
。
砺
波

平
野
で
つ
く
っ
た
米
を
放
生
津
に
集
め
、

運
び
出
す
経
済
圏
を
確
立
し
て
い
ま
し

た
。

　

射
水
市
新
湊
博
物
館
主
任
学
芸
員
の

松
山
充
宏
さ
ん
は
、「
放
生
津
と
そ
の
西

に
あ
っ
た
六ろ
く

渡ど
う

寺じ

の
湊
は
、
富
山
湾
に

沿
っ
て
延
び
る
浜
往
来
と
射
水
川
が
交

差
す
る
交
通
の
要
地
と
し
て
、
中
世
か

ら
発
達
し
て
い
ま
し
た
」
と
語
っ
て
く

れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
浜
街
道
が
主
要

な
交
通
路
と
し
て
発
達
し
て
い
る
の
で

流
通
は
川
に
依
存
し
て
い
な
い
も
の
の
、

上
流
か
ら
砺
波
の
米
が
川
ル
ー
ト
で
運

ば
れ
て
き
て
集
積
す
る
と
い
う
意
味
で
、

庄
川
の
河
口
付
近
は
富
の
集
積
地
と
し

て
賑
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

川
ゴ
ミ
の
流
れ
着
く
先

　

川
は
海
に
注
ぐ
ま
で
、
流
域
の
ゴ
ミ

も
多
く
運
ん
で
き
ま
す
。
庄
川
の
水
は

用
水
と
し
て
使
わ
れ
た
後
、
地
形
の
関

係
で
排
水
路
を
伝
っ
て
小
矢
部
川
に
流

れ
込
み
ま
す
。
上
流
か
ら
徐
々
に
集
ま

っ
て
き
た
ゴ
ミ
は
、
庄
川
本
川
、
小
矢

部
川
本
川
か
ら
富
山
湾
に
流
れ
込
み
ま

す
が
、
潮
流
と
風
の
影
響
を
受
け
そ
の

一
部
が
河
口
付
近
の
六
渡
寺
の
海
岸
に

溜
ま
り
ま
す
。
そ
の
ゴ
ミ
の
量
は
年
間

約
１
０
０
ト
ン
に
も
及
ぶ
そ
う
で
、
地

域
の
大
き
な
課
題
で
し
た
。
六
渡
寺
海

岸
の
清
掃
活
動
に
つ
い
て
、
六
渡
寺
自

治
会
会
長
の
境
信の
ぶ

誓ち
か

さ
ん
に
話
を
聞
き

ま
し
た
。

「
今
か
ら
10
年
前
、
一
線
を
退
い
た
人

た
ち
が
８
人
く
ら
い
集
ま
っ
て
、
何
か

社
会
貢
献
を
し
た
い
と
話
し
合
っ
た
の

が
始
ま
り
で
す
。
海
岸
の
惨
憺
た
る
状

況
を
見
て
、
も
う
一
度
、
泳
げ
る
海
岸

を
取
り
戻
そ
う
と
始
め
た
の
で
す
」
と

境
さ
ん
。

　

海
岸
の
清
掃
と
と
も
に
、
ゴ
ミ
の
状

況
を
上
流
の
地
域
に
も
発
信
し
ま
し
た
。

月
に
１
回
、
第
３
日
曜
日
に
行
な
う
海

岸
清
掃
は
、
六
渡
寺
の
住
民
だ
け
で
な

く
、
富
山
県
の
働
き
か
け
で
、
庄
川
、

小
矢
部
川
流
域
の
市
町
村
か
ら
住
民
バ

ス
ツ
ア
ー
が
来
る
ま
で
に
発
展
し
て
き

て
お
り
、
年
間
約
２
６
０
０
～
３
０
０

０
人
が
河
口
の
ゴ
ミ
の
問
題
に
向
き
合

っ
て
い
ま
す
。

　

下
流
の
問
題
を
上
流
の
人
た
ち
に
伝

え
、
上
流
の
人
た
ち
が
下
流
の
問
題
を

我
が
事
と
し
て
行
な
う
こ
と
は
、
流
域

連
携
の
理
想
的
な
形
だ
と
思
い
ま
す
。

二
度
目
の
庄
川
を
巡
っ
て

　

庄
川
を
し
っ
か
り
回
っ
た
の
は
二
度

目
で
す
が
、
一
度
目
に
比
べ
て
、
川
の

所
々
の
暮
ら
し
に
目
が
い
く
よ
う
に
な

っ
た
気
が
し
ま
し
た
。

　

庄
川
は
、
険
し
い
山
に
隔
て
ら
れ
孤

立
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
山
間
部
の

村
々
を
ま
る
で
糸
で
縫
う
よ
う
に
つ
な

い
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
美
し
い
砺
波

平
野
も
、
庄
川
が
開
い
た
人
々
の
暮
ら

し
を
編
み
込
ん
で
つ
く
っ
た
、
華
や
か

で
大
き
な
布
地
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。

　

昔
、
自
身
の
師
に
１
０
９
水
系
を
巡

っ
た
話
を
し
て
い
た
と
き
、「
川
を
一
度

見
て
、
見
た
気
に
な
っ
て
は
い
け
な
い

よ
。
何
度
も
訪
れ
る
こ
と
で
理
解
が
深

ま
る
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
今
回
は
前
よ
り
も
深
ま
っ
た
と
は

思
い
ま
す
が
、
30
代
で
も
も
う
一
度
庄

川
を
巡
る
と
ど
ん
な
ふ
う
に
見
え
て
く

る
の
か
、
再
々
訪
が
楽
し
み
で
す
。

（
２
０
１
７
年
８
月
30
日
～
９
月
１
日
取
材
）

江戸期の地図に記されている庄川の流れ。今
とは異なり、小矢部川と合流して海に注ぐ。左
下にあるのはかつての放生津潟。右は射水
市新湊博物館主任学芸員の松山充宏さん

取材当日の六渡寺
の海岸。数日前に
清掃が終わったば
かりなのできれいな
状態という。左はゴ
ミの流れを説明する
六渡寺自治会会長
の境信誓さん

3

（注 3）住みよさランキング

東洋経済新報社が全国の都市を対象に毎年公表
している。2017年のランキングで砺波市は第２位。

川名の由来【庄川】
古名は雄神川。その後、雄神の床名より雄
神庄川と称し、略されて「庄川」となる。飛
騨地方では「白川」とも呼ばれる。

1水面がきらめく庄川。鮎を狙う太公望の姿も
2人の手によって開削された庄川の河口　
3二度目の庄川巡りを終えた坂本さん。奥に見え
るのは庄川河口と隣り合わせの小矢部川河口




