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阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
の
恵
み
と

リ
ス
ク
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー

白
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
。
今
回
は
、阿
蘇
カ

ル
デ
ラ
か
ら
流
れ
出
る
「
白
川
」
を
巡
り
ま
し
た
。

蛇行しながら島原湾に向かって流れる白川
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阿
蘇
の
大
噴
火
に
よ
る

カ
ル
デ
ラ
を
も
つ
川

　

熊
本
市
と
い
え
ば
、
地
下
水
の
水
道

水
で
有
名
で
、
豊
富
な
地
下
の
水
が
め

を
も
つ
水
の
都
市
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
熊
本
の
水
は
、
ど
こ
か
ら

や
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

流
域
地
図
を
眺
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

熊
本
市
内
か
ら
東
に
巨
大
な
火
山
の
阿

蘇
山
が
あ
り
ま
す
。
外
輪
山
と
呼
ば
れ

る
円
状
に
山
々
の
内
側
に
形
づ
く
ら
れ

た
壮
大
な
平
原
が
あ
り
、
カ
ル
デ
ラ
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
約
27
万
年
前
か
ら

の
４
回
に
わ
た
る
大
噴
火
が
形
づ
く
っ

た
も
の
で
、
火
山
の
中
心
が
ぽ
っ
か
り

沈
下
し
て
で
き
た
地
形
で
す
。
カ
ル
デ

ラ
内
に
は
最
後
の
大
噴
火
後
に
つ
く
ら

れ
た
火
山
帯
（
中
央
火
口
丘
群
）
が
あ
り
ま

す
。 

空
か
ら
み
る
と
、
ま
る
で
巨
大
な

水
盆
の
よ
う
で
す
。

　

こ
の
巨
大
な
カ

ル
デ
ラ
の
割
れ
目

か
ら
水
は
流
れ
出

て
い
き
ま
す
。「
お

た
ま
じ
ゃ
く
し

型
」
と
も
「
あ
た

ま
で
っ
か
ち
」
と

も
呼
ば
れ
る
白し
ら

川か
わ

流
域
で
す
が
、
形

か
ら
し
て
も
巨
大

な
水
盆
で
こ
こ
に

降
っ
た
雨
が
徐
々

に
、
地
下
や
台
地

を
流
れ
、
熊
本
市
街
を
潤
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
も
し
こ
れ
が
、
カ
ル
デ
ラ

内
に
大
雨
が
降
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
川
を
ど
う
治
め
、
ど

う
付
き
合
っ
て
き
た
の
か
を
探
る
べ
く
、

白
川
流
域
を
巡
り
ま
し
た
。

治
水
の
難
し
い

白
川
流
域

　

白
川
の
流
域
面
積
は
阿
蘇
の
カ
ル
デ

ラ
内
が
８
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の

カ
ル
デ
ラ
は
屈
指
の
降
水
地
帯
で
、
日

本
の
年
平
均
雨
量
の
２
倍
の
雨
が
降
り

ま
す
。
流
域
の
８
割
の
雨
水
が
上
流
に

集
ま
る
わ
け
で
す
か
ら
、
下
流
域
に
流

れ
出
て
く
る
と
当
然
あ
ふ
れ
る
わ
け
で

す
。
し
か
も
、
カ
ル
デ
ラ
か
ら
流
れ
出

て
き
た
白
川
は
急
勾
配
な
上
流
域
か
ら

一
気
に
熊
本
市
街
に
到
達
し
ま
す
。
さ

ら
に
熊
本
市
街
で
一
気
に
勾
配
が
緩
く

な
り
、
水
の
勢
い
に
急
ブ
レ
ー
キ
が
か

か
る
の
で
、
必
然
的
に
こ
こ
で
あ
ふ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

①
上
流
域
で
雨
を
８
割
集
め
る
構
造
、

②
年
平
均
２
倍
の
雨
が
降
る
、
③
急
流

か
ら
の
急
ブ
レ
ー
キ
と
い
う
三
重
苦
に

よ
り
、
１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）
６
月
26
日

（
西
日
本
大
水
害
）
で
は
、
大
変
な
被
害
と

な
っ
た
過
去
が
あ
り
ま
す
。
阿
蘇
地
方

で
１
０
０
０
㎜
を
超
え
る
雨
が
降
り
、

降
っ
た
大
雨
は
下
流
を
直
撃
し
、
熊
本

市
街
全
域
は
浸
水
被
害
を
受
け
、
流
域

で
の
被
害
は
、
死
者
行
方
不
明
者
４
２

２
人
、
家
屋
浸
水
３
万
１
１
４
５
戸
、

橋
梁
流
出
85
橋
（
う
ち
熊
本
市
内
の
白
川
本
川
、

白
川
に
か
か
る
橋
14
橋
）
と
な
り
ま
し
た
。

お
ま
け
に
、
阿
蘇
か
ら
流
れ
出
て
く
る

濁
水
に
は
「
ヨ
ナ
」
と
呼
ば
れ
る
火
山

灰
が
含
ま
れ
て
お
り
、
水
を
含
む
と
大

変
重
た
く
、
浸
水
し
た
熊
本
市
街
を
覆

い
つ
く
し
、
復
旧
の
足
か
せ
と
な
り
ま

し
た
。

　

上
流
域
の
面
積
が
大
き
な
川
は
、
安

定
し
た
水
源
に
な
り
や
す
い
一
方
、
急

激
に
降
る
と
水
害
の
危
険
が
高
ま
る
と

い
う
リ
ス
ク
を
持
っ
て
い
て
非
常
に
水

を
治
め
る
の
が
難
し
い
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【白川】
阿蘇の麓から発し、白水村（現・南阿
蘇村）を通り、熊本市で島原湾に入る
大河。川名は白い清冽な水の色を示す。

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を経て2021年10月から現職。手取川が流れる
石川県白山市の白峰集落に移住。

坂本 貴啓 
さかもと  たかあき

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

立野ダム付近の高台に設置されている
「MYダムカードフォトフレーム」で撮影
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溜
め
る

カ
ル
デ
ラ
内
で

水
を
溜
め
る
努
力

　

カ
ル
デ
ラ
と
い
う
地
形
ゆ
え
に
水
が

一
気
に
押
し
寄
せ
や
す
い
白
川
流
域
を

治
め
て
い
く
に
は
、
カ
ル
デ
ラ
内
で
水

を
溜
め
こ
み
、
少
し
ず
つ
地
下
に
浸
透

さ
せ
た
り
、
川
に
水
を
流
し
た
り
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
カ
ル
デ
ラ
内
の
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
遊
水
地
と
い
う
施
設

を
つ
く
っ
て
水
を
溜
め
る
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
遊
水
地
を
は
じ
め
と
す
る
、
水

を
溜
め
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
熊
本

県
土
木
部
河
川
港
湾
局
の
里
村
真
吾
さ

ん
、
菰こ
も

田だ

武
志
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま

し
た
。

「
カ
ル
デ
ラ
内
に
は
、
中
央
火
口
丘
群

の
南
回
り
で
流
れ
出
て
く
る
白
川
と
、

白
川
の
支
流
と
し
て
北
回
り
で
流
れ
出

て
く
る
黒
川
が
あ
り
ま
す
。
白
川
は
勾

配
が
少
し
急
で
水
が
流
れ
や
す
い
の
で

す
が
、
黒
川
は
勾
配
が
緩
い
の
で
水
が

あ
ふ
れ
や
す
い
で
す
。
カ
ル
デ
ラ
内
の

阿
蘇
に
も
多
く
の
民
家
が
あ
り
ま
す
の

で
、
安
全
に
水
を
あ
ふ
れ
さ
せ
る
遊
水

地
を
黒
川
沿
い
に
７
つ
計
画
し
ま
し
た
」

　

流
域
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
水
を
溜

め
る
取
り
組
み
は
、
現
在
「
流
域
治

水
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
川
の
な

か
だ
け
で
水
を
処
理
せ
ず
、
流
域
に
分

散
さ
せ
、
安
全
に
流
し
た
り
、
浸
透
さ

せ
た
り
す
る
も
の
で
す
。
熊
本
県
で
は

「
緑
の
流
域
治
水
」
と
い
う
考
え
方
を

踏
ま
え
、
県
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で

取
り
組
み
の
幅
を
広
げ
て
お
り
、
今
後

ま
す
ま
す
水
を
溜
め
る
取
り
組
み
が
進

ん
で
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

水
を
溜
め
る
最
後
の
要

「
立
野
ダ
ム
」

　

カ
ル
デ
ラ
内
で
は
各
所
で
少
し
ず
つ

水
を
溜
め
て
い
き
ま
す
が
、
カ
ル
デ
ラ

出
口
に
は
、
白
川
本
川
と
黒
川
の
合
流

地
点
が
あ
り
、
阿
蘇
に
降
っ
た
雨
が
押

し
寄
せ
下
流
に
一
気
に
流
れ
て
、
熊
本

市
街
地
で
あ
ふ
れ
出
て
し
ま
う
リ
ス
ク

を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
カ
ル
デ
ラ
に
水

を
溜
め
る
最
後
の
砦
と
し
て
、
立
野
ダ

ム
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ダ
ム

サ
イ
ト
（
ダ
ム
建
設
地
）
を
国
土
交
通
省
九

州
地
方
整
備
局
立
野
ダ
ム
工
事
事
務
所

の
北
嶋
清
さ
ん
と
梅
㟢
健
史
さ
ん
に
案

内
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 白川
 水系番号 ： 99
 都道府県 ： 熊本県
 源流 ： 根子岳（1433 ｍ） 
 河口 ： 有明海  
 本川流路延長 ： 74 km 69位／109
 支川数 ： 16河川 103位／109
 流域面積 ： 480 km2 91位／109
 流域耕地面積率 ： 25.4 ％ 7位／109
 流域年平均降水量 ： 2523.4 mm 24位／109
 基本高水流量 ： 3400 m3/ s 86位／109
 河口換算の
 基本高水流量※ ： 3421 m3/ s 92位／109

 流域内人口 ： 13万4111人 62位／109
 流域人口密度 ： 279人 / km2 33位／109
（基本高水流量観測地点：代継橋〈河口から12.3km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）

【白川流域の地図】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）、鉄道データ（令和2
年）、高速道路時系列データ（令和2年）」より編集部で作図
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礎
を
築
く

「
治
水
が
難
し
い
白
川
で
す
が
、
今
取

り
組
ん
で
い
る
の
が
立
野
ダ
ム
の
建
設

で
す
。
カ
ル
デ
ラ
の
出
口
付
近
に
ダ
ム

を
つ
く
り
、
一
時
的
に
水
を
溜
め
込
み
、

下
流
に
水
が
集
中
す
る
の
を
防
ぎ
ま
す
。

ダ
ム
は
川
を
湖
に
変
え
て
し
ま
う
の
で

環
境
へ
の
影
響
な
ど
も
心
配
さ
れ
ま
す

が
、
こ
の
ダ
ム
は
穴
あ
き
式
ダ
ム
と
い

っ
て
、
ダ
ム
堤
体
の
一
番
下
に
穴
が
開

い
て
い
て
、
洪
水
時
だ
け
水
が
溜
ま
り
、

雨
が
や
ん
で
半
日
も
す
る
と
、
元
通
り

の
川
に
な
る
と
い
う
構
造
で
す
」
と
北

嶋
さ
ん
。

　

ダ
ム
サ
イ
ト
の
周
囲
を
見
る
と
、
た

し
か
に
狭
ま
っ
た
場
所
で
、
広
大
な
阿

蘇
に
降
っ
た
雨
を
こ
こ
で
一
手
に
引
き

受
け
る
ダ
ム
を
つ
く
る
の
は
効
率
的
で
、

下
流
に
流
れ
出
る
前
に
い
か
に
水
を
抑

制
で
き
る
か
が
、
下
流
の
命
運
を
握
っ

て
い
る
こ
と
が
実
感
で
き
ま
す
。

加
藤
清
正
の

治
水
の
術

　

カ
ル
デ
ラ
内
か
ら
流
れ
出
て
き
た
水

を
ど
う
安
全
に
使
う
か
が
重
要
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
遊
水
地

や
ダ
ム
な
ど
近
代
的
な
治
水
施
設
が
な

か
っ
た
こ
ろ
、
白
川
の
水
利
用
も
含
め

た
治
水
が
い
か
に
大
変
な
も
の
だ
っ
た

か
は
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
阿
蘇
か
ら
流
れ
出
て
き
た
水
を
い

か
に
制
御
し
、
水
利
用
し
や
す
く
し
農

業
生
産
力
を
上
げ
る
か
と
い
う
の
が
昔

か
ら
の
大
き
な
課
題
で
し
た
。

　

こ
の
課
題
に
立
ち
向
か
っ
て
今
日
の

熊
本
の
治
水
の
礎
を
築
い
た
の
が
熊
本

藩
主
と
な
っ
た
加
藤
清
正
で
し
た
。
清

正
は
、
白
川
の
各
所
に
洪
水
を
考
慮
し

た
堰
を
つ
く
っ
た
り
、
白
川
と
坪
井
川

の
付
け
替
え
工
事
を
し
た
り
と
さ
ま
ざ

ま
な
取
り
組
み
を
始
め
ま
す
。
治
水
の

術
を
活
か
し
、
白
川
左
岸
の
馬
場
楠
と

い
う
と
こ
ろ
で
水
を
取
り
入
れ
た
水
路

を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の
水
路
の
一
部
分

は
特
別
に
鼻
ぐ
り
井
手
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
鼻
ぐ
り
井
手
の
構
造
と
技
術
に

つ
い
て
、
菊
陽
町
文
化
財
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ガ
イ
ド
の
会
の
松
永
政
秋
さ
ん
に
案

内
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
こ
の
水
路
の
な
か
に
い
く
つ
も
岩
の

壁
み
た
い
な
の
が
あ
っ
て
穴
が
開
い
て

い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
鼻
ぐ
り
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
す
。
何
の
た
め
に
こ
う

な
っ
て
い
る
か
わ
か
り
ま
す
か
？
」
と

松
永
さ
ん
。
ち
ょ
う
ど
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

の
た
め
水
が
抜
い
て
あ
る
時
だ
っ
た
の

で
、
余
計
に
用
途
が
想
像
し
に
く
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
こ
れ
は
、
火
砕
流
の
堆
積
物
な
ん
で

す
。
く
り
ぬ
か
な
い
と
い
け
な
か
っ
た

か
ら
岩
盤
に
穴
を
開
け
た
ん
で
す
が
、

穴
の
開
け
方
、
岩
と
岩
の
間
隔
を
調
整

す
る
こ
と
で
流
れ
に
緩
急
を
つ
け
て
、

火
山
灰
な
ど
の
土
砂
が
溜
ま
ら
ず
、
流

1阿蘇北外輪山の「大観峰（だいかんぼう）」から阿蘇五岳を望む。向かって左側の山麓を流れるのが支流の黒川　2阿蘇市内牧にある「内牧遊水地」。豪雨の際に黒川の水を一
時的に溜める機能をもつ　3熊本県土木部河川港湾局の里村真吾さん（右）と菰田武志さん（左）　4増水時、黒川から内牧遊水地へ水を逃がすために設けられた越流堤　
5白川と黒川の合流地点。右からの流れが黒川で、立野ダムはこの少し下流に設けられる　6工事が進む立野ダム　7国土交通省九州地方整備局立野ダム工事事務所の北嶋
清さん（左）、上野扶民さん（中）、梅㟢健史さん（右）　8鼻ぐり井手の構造模型と坂本さん　9菊陽町文化財ボランティアガイドの会の松永政秋さん　10上から見た鼻ぐり井手

6

8

9

10

5

7
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に
ぎ
わ
い

水道町交差点

NTT九品寺ビル鶴屋百貨店

下通アーケード

下通り

熊本市庁舎熊本城
平均浸水深2.３～3.４m以上

電車通り坪井川

標高（T.P.m）

平均浸水深
０.5～１.0m

白  川

大甲橋

1.0
10.0

20.0

0.9

1.0

3.36 2.3

1.0

れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
清
正
公
の
時

代
の
技
術
で
す
」

　

水
の
細
か
な
挙
動
へ
の
理
解
と
、

後
々
の
管
理
ま
で
考
え
た
優
れ
た
技
術

に
感
動
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
清
正
が
築
い
た
治
水
施
設
は

現
役
で
あ
り
、
白
川
の
治
水
・
利
水
の

骨
格
と
な
っ
て
い
ま
す
。

治
水
と
合
わ
せ
た

ま
ち
の
に
ぎ
わ
い

　

熊
本
市
街
中
心
部
を
通
過
す
る
白
川

は
、
水
害
と
隣
り
合
わ
せ
で
す
。
こ
の

あ
た
り
で
氾
濫
し
て
し
ま
う
と
都
市
機

能
が
麻
痺
す
る
と
い
う
大
変
な
リ
ス
ク

を
秘
め
て
い
ま
す
。
熊
本
市
街
の
水
害

リ
ス
ク
と
治
水
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

熊
本
河
川
国
道
事
務
所
の
牧
野
純
治
さ

ん
、
石
田
博
揮
さ
ん
、
金
井
茂
雄
さ
ん
、

中
野
翔
太
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
満
水
時
の
白
川
は
、
熊
本
市
街
の
標

高
よ
り
も
水
が
高
い
と
こ
ろ
を
流
れ
て

い
る
の
で
、
白
川
が
あ
ふ
れ
る
と
川
の

そ
ば
よ
り
も
標
高
が
低
い
市
街
地
の
方

が
危
険
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

近
年

（
１
９
９
０
年
、
２
０
１
２
年
）
に
も
あ
ふ
れ
て

お
り
、
対
策
と
し
て
、
川
の
な
か
を
掘

っ
た
り
（
河
道
掘
削
）、
川
幅
を
広
げ
た
り

（
拡
幅
）
と
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進

め
て
い
ま
す
」

　

限
ら
れ
た
空
間
で
、
熊
本
市
街
へ
の

対
策
を
進
め
て
い
る
市
街
地
（
大
甲
橋
〜

明
午
橋
間
）
の
白
川
で
す

が
、
川
沿
い
に
樹
木
が

多
く
、
こ
の
樹
木
を
切

っ
て
工
事
を
進
め
よ
う

と
し
た
際
に
、
市
民
か

ら
切
ら
な
い
で
ほ
し
い

と
い
う
声
が
上
が
り
ま

し
た
。
白
川
の
こ
の
区

間
は
、
川
沿
い
に
樹
木

が
多
く
、
穏
や
か
に
過

ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
民
は
川
沿
い
に
居
心

地
の
よ
さ
と
い
う
別
の

価
値
を
見
出
し
て
い
ま

し
た
。

　

こ
の
空
間
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
を
最
大
限
に
活

か
そ
う
と
夜
に
利
用
の

幅
を
広
げ
る
試
み
と
し

て
夜
市
が
行
な
わ
れ
て

い
ま
す
。「
白
川
夜
市
」

の
実
施
に
取
り
組
む

関
係
機
関
の
皆
さ
ん

（Shirakaw
a Banks 

ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
モ
ー
ガ
ン
さ
ん
、

熊
本
市
中
央
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

光
安
林
太
郎

さ
ん
、
熊
本
城
東
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社 

南
良
輔

さ
ん
）に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）に
河
川
法
の
準

則
の
改
正
が
あ
り
、
川
沿
い
で
の
ま
ち

づ
く
り
の
一
環
で
商
業
活
動
な
ど
を
行

な
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
公
共
空
間
で
商
業
活
動
は
ほ
と
ん
ど

国土交通省熊本河川国道事務
所提供資料をもとに編集部作成

112021年11月27日に開かれた「白川夜市」　12前列左か
ら熊本河川国道事務所の金井茂雄さん、石田博揮さん、牧野純
治さん。後列左から同所の中野翔太さん、ShirakawaBanksのジ
ェイソン・モーガンさん、熊本市中央区まちづくりセンターの光安林
太郎さん　13熊本城東マネジメント株式会社の南良輔さん　
14白川夜市の会場でもある白川の「緑の区間」　15緑の区
間の左岸側。このような心地よい空間が続く　16家族連れも目
立った白川夜市。親子ともに記憶に残る場となっている

11

1213

14

15

16

１９５３年（昭和２８）水害時の水位と
現在の熊本市街地（想定断面図）
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つながり
の
場
合
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
、
画
期

的
な
出
来
事
で
し
た
。
白
川
の
右
岸
と

左
岸
両
方
が
熊
本
の
中
心
市
街
地
で
す
。

こ
れ
ま
で
川
は
市
街
を
分
断
す
る
も
の

に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
川
と
共
生

す
る
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
取
り
組
み
と

し
て
白
川
夜
市
を
始
め
ま
し
た
」

　

白
川
夜
市
は
毎
月
第
４
土
曜
日
に
行

な
わ
れ
て
お
り
、
川
を
活
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
の
社
会
実
験
が
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
都
市
の
水
害
を
防
止
す
る
た
め
安

全
に
流
下
さ
せ
る
役
割
の
一
方
で
、
都

市
か
ら
近
い
こ
の
空
間
を
う
ま
く
使
え

れ
ば
、
市
民
の
憩
い
や
ま
ち
の
に
ぎ
わ

い
を
実
現
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性

が
あ
る
空
間
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し

ま
し
た
。

水
を
流
す
だ
け
の
川
か
ら

人
と
の
つ
な
が
り
の
川
へ

　

熊
本
市
街
の
川
の
特
徴
と
し
て
は
、

橋
の
上
や
パ
ラ
ペ
ッ
ト
製
の
特
殊
堤

（
幅
30
㎝
、
高
さ
50
㎝
く
ら
い
の
堤
防
）
沿
い
か

ら
川
を
の
ぞ
き
込
む
と
い
う
距
離
感
で

す
。
川
に
降
り
て
い
く
た
め
に
は
階
段

を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ど
こ
か
ら

で
も
川
に
近
づ
け
る
と
い
う
よ
う
な
距

離
感
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち

や
市
民
が
も
っ
と
川
に
近
づ
い
て
安
全

に
楽
し
め
る
よ
う
に
と
活
動
を
行
な
っ

て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
白
川
流
域
リ
バ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
、
流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

の
金
子
好
雄
さ
ん
、
丸
山
修
さ
ん
、
松

川
貴
美
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
子
ど
も
の
課
外
活
動
は
校
区
に
縛
ら

れ
ま
す
。
流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ

て
の
活
動
だ
と
流
域
を
視
野
に
入
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
子
ど
も
た
ち
に
川

を
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
メ
ン
バ
ー
が
川

の
指
導
者
の
資
格
を
取
り
、
安
全
な
川

遊
び
（
生
き
物
調
査
、
川
流
れ
体
験
な
ど
）
を
提

供
し
て
き
ま
し
た
」

　

学
校
で
は
校
区
、
安
全
な
ど
の
問
題

が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う

課
題
の
受
け
皿
を
流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
提
供
し
、
川
に
学
べ
る
こ
と
は
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
貴
重
な
機
会
で
す
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
川
で
の
体
験
活
動

の
み
な
ら
ず
、
熊
本
の
川
の
歴
史
に
目

を
向
け
る
活
動
も
始
め
た
そ
う
で
す
。

「『
白
川
の
自
然
と
歴
史
キ
ッ
ズ
探
偵

団
』
と
い
う
年
間
の
９
回
の
活
動
の
な

か
で
、
子
ど
も
た
ち
の
一
番
な
じ
み
の

あ
る
水
生
生
物
調
査
か
ら
、
川
流
れ
体

験
、
ち
ょ
っ
と
遠
く
の
川
や
ま
ち
を
見

に
行
く
な
ど
関
心
の
幅
を
広
げ
て
い
き

ま
し
た
。
最
後
は
加
藤
清
正
の
川
づ
く

り
と
ま
ち
づ
く
り
に
ま
で
行
き
つ
い
て
、

い
い
探
求
学
習
に
な
り
ま
し
た
」

　

水
を
流
す
だ
け
の
川
か
ら
つ
な
が
り

の
感
じ
ら
れ
る
川
を
目
指
し
て
い
く
流

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
取
り
組
み
も
20
年

以
上
。
川
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
感
じ

ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
が
熊
本
で
育
っ
て

い
ま
す
。

阿
蘇
と
運
命
共
同
体
の

熊
本
の
ま
ち
と
白
川

　

流
域
内
を
巡
り
な
が
ら
、
見
た
り
聞

い
た
り
す
る
な
か
で
気
づ
い
た
の
が
、

み
ん
な
阿
蘇
の
こ
と
を
気
に
し
な
が
ら

生
活
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

阿
蘇
の
カ
ル
デ
ラ
と
外
輪
山
か
ら
流

出
・
浸
透
し
た
地
下
水
を
水
道
水
と
し

て
利
用
で
き
、
恵
ま
れ
た
水
源
を
も
つ

こ
と
を
自
負
す
る
一
方
で
、
火
山
が
噴

き
出
せ
ば
火
山
灰
が
流
れ
て
く
る
こ
と

を
心
配
し
、
大
雨
が
降
れ
ば
下
流
の
洪

水
は
大
丈
夫
か
と
気
に
し
て
い
ま
す
。

　

い
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
阿
蘇

の
状
況
を
意
識
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
暮
ら
し
方
を
す
る
流
域
で
あ
り
、
そ

れ
を
水
の
流
れ
方
を
通
し
て
、
下
流
に

阿
蘇
を
意
識
さ
せ
る
存
在
。
そ
れ
が
メ

ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
白
川
で
あ
り
、

阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
と
暮
ら
し
は
運
命
共
同

体
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。　

（
２
０
２
１
年
11
月
17
～
19
日
取
材
）

17白川わくわくランド（白川地域防災センター）付近の白川は水辺に下りられる　1819白川流
域リバーネットワークが白川で行なう子どもたちの「川流れ体験」と「水生生物研究」　提供：NPO
法人白川流域リバーネットワーク　20NPO法人白川流域リバーネットワークの皆さん。左から
松川貴美子さん、金子好雄さん、丸山修さん、内匠恵美さん

17
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19

20
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