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降
水
量
の
少
な
い

瀬
戸
内
の
川
め
ぐ
り

　

揖い

ぼ保
川が

わ

は
兵
庫
県
南
西
部
の
播は

り
ま磨
地

域
を
流
れ
る
川
で
、
加
古
川
、
市
川
、

夢ゆ
め
さ
き
が
わ

前
川
、
千
種
川
と
と
も
に
播
磨
五
川

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
揖
保
川
は
瀬
戸

内
海
に
流
れ
込
む
川
で
、
雨
が
少
な
く

て
温
暖
な
気
候
帯
が
流
域
を
覆
っ
て
い

ま
す
。
一
見
、
利
用
の
難
し
い
川
で
す

が
、
こ
の
中
国
山
地
と
瀬
戸
内
海
に
挟

ま
れ
た
揖
保
川
を
人
々
が
ど
の
よ
う
に

水
利
用
を
し
て
き
た
の
か
、
山
地
か
ら

海
ま
で
下
り
な
が
ら
川
と
の
つ
き
あ
い

方
を
探
り
ま
し
た
。

 

徐
々
に
川
上
ま
で
広
が
る

人
間
の
活
動
領
域

　

揖
保
川
の
中
流
域
ま
で
は
中
国
山
地

が
張
り
出
し
て
い
ま
す
。
川
の
地
形
的

に
も
険
し
い
場
所
が
多
く
、
舟
な
ど
の

往
来
を
遠
ざ
け
る
難
所
も
存
在
し
ま
し

た
。
揖
保
川
に
も
高
瀬
舟
が
上
が
っ
て

坂本クンと行く川巡り  第14回  
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瀬
戸
内
の
風
土
を
反
映
し
た 

　
　
　
効
率
的
な
水
利
用
の
揖
保
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
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。

宍粟（しそう）市役所の対岸にある
愛宕神社から見た揖保川と出石
の舟着き場跡。この両岸がかつて
高瀬舟で賑わったところ
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2

3

き
て
い
ま
し
た
が
、
中
世
く
ら
い
ま
で

は
下
流
域
平
野
部
の
龍
野
（
現
・
た
つ
の

市
）
付
近
ま
で
で
し
た
。
中
流
域
の
出い

だ

石い
し

（
現
・
宍しそ
う粟

市し
山
崎
町
）
ま
で
高
瀬
舟
が

行
き
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
１

６
１
５
年
（
元
和
元
）
以
降
に
川
の
岩
盤

を
取
り
除
く
工
事
が
行
な
わ
れ
て
か
ら

で
す
。
山
崎
城
下
町
の
商
人
が
交
易
で

ま
ち
が
栄
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
自

ら
お
金
を
出
し
て
工
事
に
取
り
組
み
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
下
流
に
集
中
し
て

い
た
交
易
な
ど
川
を
利
用
で
き
る
領
域

が
広
が
り
ま
し
た
。

　

江
戸
初
期
の
難
所
工
事
で
高
瀬
舟
が

上
が
る
よ
う
に
な
り
、
川
湊
と
し
て
栄

え
た
出
石
に
つ
い
て
、
宍
粟
市
教
育
委

員
会
の
田と
う
じ路
正
幸
さ
ん
に
話
を
伺
い
ま

し
た
。

「
出
石
に
は
、
東
西
両
岸
に
石
積
み
の

舟
着
場
が
築
か
れ
、
舟
問
屋
や
倉
庫
、

茶
屋
、
旅
館
、
飯
屋
な
ど
が
立
ち
並
び
、

宍
粟
の
商
業
、
流
通
の
拠
点
と
し
て
発

展
し
ま
し
た
。
出
石
の
川
湊
の
面
影
は

今
も
宍
粟
市
役
所
東
の
揖
保
川
に
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　

宍
粟
市
役
所
東
の
河
川
敷
に
降
り
る

と
、
川
の
中
に
下
流
に
向
か
っ
て
張
り

出
し
た
石
組
み
の
舟
着
き
場
跡
が
あ
り
、

こ
こ
が
栄
え
て
い
た
川
湊
だ
っ
た
こ
と

の
記
憶
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

人
々
は
中
国
山
地
が
阻
ん
で
い
た
揖

保
川
の
利
用
を
歴
史
と
と
も
に
可
能
に

し
て
き
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
上
流
域

に
揖
保
川
の
工
業
用
水
の
水
が
め
の
要

で
あ
る
引
原
ダ
ム
が
で
き
ま
し
た
。
下

流
域
だ
け
で
は
事
足
ら
ず
、
徐
々
に
利

用
で
き
る
領
域
を
広
げ
て
い
く
の
が
人

の
貪
欲
さ
で
も
あ
り
、
水
資
源
開
発
と

い
う
文
明
で
も
あ
る
こ
と
が
、
上
流
の

発
展
を
紐
解
い
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

川
が
か
た
ち
づ
く
っ
た

扇
状
地
に
文
化
を
育
む

　

揖
保
川
に
も
下
流
域
の
右
岸
側
支
流

の
十ど文
字じ

川が
わ

に
沿
っ
て
、
扇
状
地
が
形

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
形
を
う
ま

く
利
用
し
て
発
展
し
た
の
が
龍
野
の
城

下
町
で
し
た
。
山
の
上
に
龍
野
城
が
築

か
れ
、
山
か
ら
下
り
る
に
つ
れ
て
開
け

る
扇
状
地
に
沿
っ
て
城
下
は
発
達
し
ま

し
た
。
龍
野
は
ど
う
い
う
場
所
だ
っ
た

の
か
、
た
つ
の
市
龍
野
歴
史
文
化
資
料

館 

学
芸
員
の
新
宮
義
哲
さ
ん
に
お
聞

き
し
ま
し
た
。

「
龍
野
は
、
城
下
町
と
し
て
の
発
展
に

加
え
、
揖
保
川
流
域
の
港
と
山
陽
道
・

出
雲
街
道
が
交
差
す
る
交
通
要
衝
の
地

域
の
中
心
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
人
や

物
資
が
行
き
か
う
な
か
、
文
化
が
醸
成

さ
れ
た
ま
ち
で
あ
り
ま
し
た
」

　

龍
野
の
情
景
を
詠よ

ん
だ
文
学
碑
な
ど

が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
城
下
の

風
景
に
多
く
の
人
が
文
学
的
感
性
を
刺

激
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。『
赤
と
ん
ぼ
』

14
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4揖保川流域で素麺づくり
が盛んだった理由を解説す
る兵庫県手延素麺協同組
合揖保乃糸資料館「そう
めんの里」支配人の齋明
寺啓介さん　5 素麺「揖
保乃糸」の生産体制につ
いて話す兵庫県手延素麺
協同組合の天川亮さん　
6揖保乃糸資料館のレスト
ラン「庵」で提供する素麺。
「揖保乃糸」の商標登録は
1906年（明治39）までさか
のぼる　7揖保乃糸資料
館では一日に数回、素麺の
工程の一部を実演している

1出石の舟着き場跡について説明
する宍粟市教育委員会の田路正幸
さん　2保存された石積みの舟着き
場跡を歩く坂本さん。江戸時代の高
瀬舟（復元）は浅瀬を通れるように舟
底が平ら。下りは年貢米や麦、大豆、
薪、炭などを、上りは肥料や塩、干魚、
日用雑貨などを運んだ　3龍野の歴
史を語るたつの市立龍野歴史文化
資料館の学芸員、新宮義哲さん
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と
い
う
歌
も
そ
の
一
つ
で
す
。
三み

き木
露ろ

風ふ
う

が
故
郷
の
龍
野
を
懐
か
し
ん
で
歌
に

し
た
も
の
で
す
が
、
龍
野
城
の
あ
る
高

台
か
ら
龍
野
の
風
景
を
一
望
し
、
そ
こ

か
ら
見
え
る
揖
保
川
沿
い
の
人
々
の
暮

ら
し
の
風
景
が
き
っ
と
彼
の
心
に
去
来

し
、
歌
の
情
緒
を
生
ん
だ
の
だ
と
思
い

ま
す
。

揖
保
川
流
域
で

素
麺
が
発
達
し
た
理
由

　

人
が
住
み
や
す
い
場
所
の
こ
と
を
可

住
地
と
い
い
ま
す
。
揖
保
川
は
下
流
域

に
可
住
地
が
集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
古
く
も
同
じ
で
、
揖
保
川
沿
い
で

人
々
が
暮
ら
し
の
営
み
と
し
て
も
っ
と

も
利
用
し
や
す
か
っ
た
の
が
播
州
平
野

で
す
。
播
州
平
野
で
発
達
し
た
産
業
の

一
つ
に
「
素
麺
」
が
あ
り
ま
す
。
揖
保

川
流
域
で
は
約
６
０
０
年
も
前
か
ら
素

麺
が
食
べ
ら
れ
て
い
て
、
素
麺
製
造
の

古
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
揖
保
川
の
名

は
知
ら
な
く
て
も
「
揖い

ぼ保
乃の

糸い
と

®
」
は

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　

全
国
に
有
名
な
素
麺
「
揖
保
乃
糸
®
」

は
、
兵
庫
県
手
延
素
麺
協
同
組
合
が
原

料
を
調
達
し
、
そ
れ
を
組
合
員
で
あ
る

製
造
者
に
分
配
し
ま
す
。
厳
密
な
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
製
造
か
ら
販
売
ま
で

組
合
が
一
元
管
理
す
る
と
い
う
し
く
み

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

素
麺
は
な
ぜ
こ
の
地
域
で
定
着
し
た

の
か
。兵
庫
県
手
延
素
麺
協
同
組
合 

揖

保
乃
糸
資
料
館
「
そ
う
め
ん
の
里
」
支

配
人
の
齋さ
い
み
ょ
う
じ

明
寺
啓ひ

ろ
す
け介

さ
ん
、
同
企
画
課

の
天あ
ま
か
わ川

亮
さ
ん
に
お
会
い
し
ま
し
た
。

「
素
麺
が
こ
の
場
所
で
盛
ん
に
つ
く
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ

り
ま
す
。
播
州
平
野
で
は
小
麦
が
多
く

栽
培
さ
れ
、
揖
保
川
流
域
で
は
水
車
製

粉
が
盛
ん
で
良
質
の
小
麦
粉
が
入
手
し

や
す
く
、
近
隣
に
は
赤
穂
の
塩
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
揖
保
川
の
軟
水
は
素
麺

づ
く
り
に
最
適
で
、
冬
に
雨
が
少
な
く

乾
燥
し
た
瀬
戸
内
気
候
も
素
麺
製
造
に

適
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
揖
保
川
の

水
運
を
利
用
し
た
消
費
地
へ
の
輸
送
と

い
っ
た
条
件
も
そ
ろ
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
何
よ
り
播
州
地
方
の
人
々
の
勤

勉
な
気
質
が
必
要
不
可
欠
で
し
た
。
農

閑
期
に
人
々
の
労
働
力
が
素
麺
づ
く
り

に
注
が
れ
て
暮
ら
し
を
形
づ
く
っ
て
い

き
ま
し
た
」
と
齋
明
寺
さ
ん
。

　

こ
れ
を
聞
く
と
、
こ
の
場
所
だ
か
ら

こ
そ
発
達
し
た
と
い
う
必
然
性
が
見
え

て
き
ま
す
し
、
そ
の
理
由
に
は
揖
保
川

の
特
徴
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と

い
え
ま
す
。

川
の
領
域
と

人
の
領
域
の
区
切
り

　

川
は
濃
密
に
利
用
さ
れ
る
が
ゆ
え
に

人
々
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
り
ま

す
が
、
身
近
ゆ
え
に
課
題
も
あ
り
ま
し

た
。
た
つ
の
市
の
揖
保
川
の
川
沿
い
を

走
る
と
、
約
２
㎞
に
わ
た
り
橋
の
欄
干

の
よ
う
な
柵
が
続
い
て
い
ま
す
。
普
通
、

川
の
堤
防
は
台
形
状
に
土
を
こ
し
ら
え

て
つ
く
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
地
域
は
民

家
が
川
に
近
接
し
て
張
り
つ
い
て
い
る

た
め
、
そ
の
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
洪
水
時
の
一
瞬
だ

坂本 貴啓 さん
さかもと たかあき

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

 揖保川
 水系番号  ： 64
 都道府県  ： 兵庫県
 源流  ： 藤無山（1139 ｍ） 
 河口  ： 播磨灘  
 本川流路延長  ： 70 km 75位／109
 支川数  ： 47河川 72位／109
 流域面積  ： 810 km2 76位／109
 流域耕地面積率  ： 5.5 ％ 84位／109
 流域年平均降水量  ： 1461.5 mm 84位／109
 基本高水流量  ： 3900 m3/ s 75位／109
 河口の基本高水流量  ： 5204 m3/ s 74位／109
 流域内人口  ： 13万9843人 59位／109
 流域人口密度 ： 173人 / km2 48位／109
（基本高水流量観測地点：龍野〈河口から12.9km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）

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。

【揖保川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河
川データ（平成21年）、流域界
データ（昭和52 年）、ダムデー
タ（平成26年）、鉄道データ（平
成28年）、高速道路データ（平
成28年）」より編集部で作図
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け
、
川
の
領
域
と
人
の
領
域
を
区
切
る

「
畳
た
た
み

堤て
い

」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
昭
和
初

期
か
ら
発
達
し
て
き
ま
し
た
。
畳
堤
に

つ
い
て
、
姫
路
河
川
国
道
事
務
所
の
荘

司
周ち
か
お夫

さ
ん
、
城
谷
吉
彦
さ
ん
に
話
を

伺
い
ま
し
た
。

「『
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
を
つ
く
っ
て

し
ま
う
と
、
家
か
ら
川
が
見
え
な
く
な

り
、
圧
迫
感
を
受
け
る
』
と
い
う
地
域

の
人
の
声
で
、
普
段
は
川
が
見
え
て
、

い
ざ
と
い
う
時
は
畳
を
は
め
て
、
浸
水

か
ら
守
れ
る
よ
う
に
す
る
構
造
に
な
り

ま
し
た
」

　

当
時
は
ど
の
家
に
も
あ
っ
た
「
畳
」

が
、
い
ざ
と
い
う
時
に
水
防
の
資
材
に

な
る
と
最
初
に
考
え
た
人
の
発
想
に
は

驚
か
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
一
つ
で
も
畳

が
は
め
込
め
な
け
れ
ば
そ
こ
を
き
っ
か

け
に
氾
濫
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
地
域

の
団
結
し
た
水
防
が
行
な
わ
れ
る
意
志

と
覚
悟
が
な
い
と
で
き
な
い
も
の
で
す
。

濃
密
な
水
利
用
を
維
持
す
る

河
川
管
理
の
難
し
さ

　

揖
保
川
を
水
源
と
し
た
水
利
用
は
多

く
の
産
物
を
生
み
出
し
ま
し
た
が
、
よ

い
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
揖
保
川
の
水
質
は
、
一
時
期
ひ
ど

く
悪
化
し
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長
期

に
林
田
川
沿
川
の
工
場
の
排
水
な
ど
で

水
質
汚
染
が
深
刻
化
し
、
全
国
ワ
ー
ス

ト
３
位
と
な
り
ま
し
た
。
濃
密
な
水
利

用
の
反
作
用
で
す
。

　

水
質
汚
染
の
著
し
い
川
に
対
し
、
当

時
の
建
設
省
、
兵
庫
県
、
姫
路
市
、
龍

野
市
、
太
子
町
は
清
流
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

21
と
い
う
緊
急
的
に
水
質
を
改
善
す
る

た
め
の
行
動
計
画
を
策
定
し
、
下
水
道

整
備
な
ど
を
実
施
し
た
結
果
、
揖
保
川

の
水
質
は
劇
的
に
改
善
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
度
は
下
水
道
が
整
備
さ
れ

た
こ
と
な
ど
で
、
雨
が
少
な
い
冬
季
に

林
田
川
が
枯
れ
川
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

8揖保川に沿って延 と々続く畳堤。畳堤は、日本でも
揖保川と長良川（岐阜県）、五ヶ瀬川（宮崎県）にしか
ない　9 畳堤の構造。畳（京間・本間サイズ）を1枚
ずつ差し込んでいく。畳は水分を含むと膨らむので強
度が増すという利点もある　10 畳堤について坂本
さんに説明する国土交通省近畿地方整備局姫路
河川国道事務所の城谷吉彦さん（中）と荘司周夫さん
（右）　11 支流・林田川へ水を送り込む取水口

12 揖保川の歴史と現状について話すみんなの川揖保川
会の吉田忠弘さん　13 みんなの川揖保川会の横田辰夫
さんと坂本さん。二人は以前どこかで顔を合わせた記憶がある
という　14 石倉が昨秋の台風で埋もれてしまったため、パワ
ーショベルとクレーン車で掘り出す　15水面下にうっすら見
えるのが「石倉」。河口から3㎞ほどのところに2カ所（計30基）
設置している。ウナギのモニタリング調査には市民も参加
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910

8
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と
も
起
こ
り
、
揖
保
川
か
ら
水
を
農
業

用
水
路
で
引
く
と
い
う
措
置
を
講
じ
ま

す
。
流
域
で
濃
密
な
水
利
用
が
続
け
ら

れ
る
よ
う
に
奮
闘
す
る
歴
史
を
見
て
、

河
川
管
理
の
難
し
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

揖
保
川
を
身
近
に
感
じ
る

ウ
ナ
ギ
の
石
倉
づ
く
り

　

川
を
利
用
し
、
川
と
と
も
に
暮
ら
し

が
構
築
さ
れ
て
き
て
い
た
揖
保
川
周
辺

の
人
々
で
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
気
に
な

る
こ
と
も
起
き
て
い
ま
す
。
最
近
、
川

で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
や
親
子
も
減
っ
て

き
て
、
川
の
環
境
へ
の
関
心
が
薄
れ
て

い
ま
す
。
川
で
何
か
よ
く
な
い
変
化
が

起
こ
っ
て
い
て
も
気
が
つ
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
は
川
の
抱
え
る
「
無
関
心
」
と

い
う
現
代
病
で
す
。
揖
保
川
も
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
は
、
漁
業
組
合
の
方
が
中
心

と
な
っ
て「
み
ん
な
の
川　

揖
保
川
会
」

を
つ
く
り
、「
ひ
ら
か
れ
た　

み
ん
な
の

川
」
を
理
念
に
、
揖
保
川
の
保
全
や
子

ど
も
た
ち
へ
の
河
川
教
育
に
も
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
み
ん
な
の
川
揖
保
川
会

の
横
田
辰
夫
さ
ん
と
吉
田
忠
弘
さ
ん
に

お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
揖
保
川
で
は
、
こ
れ
ま
で
魚
の
産
卵

場
づ
く
り
な
ど
河
川
の
環
境
・
生
態
系

に
か
か
わ
る
保
全
・
再
生
活
動
を
行
な

っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
漁
協
の
活
動

だ
け
で
は
、
河
川
環
境
の
回
復
は
図
れ

な
い
の
が
現
実
で
、
流
域
に
暮
ら
す
住

民
の
協
力
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
、
最

近
は
み
ん
な
で
保
全
活
動
を
行
な
っ
て

川
の
現
状
を
知
っ
て
も
ら
う
活
動
と
し

て
、
ウ
ナ
ギ
の
棲す

み
処か

と
な
る
石
倉
づ

く
り
を
始
め
ま
し
た
」

　

自
分
た
ち
が
石
倉
の
設
置
を
見
届
け
、

ど
の
く
ら
い
の
数
の
ウ
ナ
ギ
が
利
用
し

て
い
る
か
を
観
察
し
て
い
く
こ
と
は
関

心
を
高
め
る
こ
と
に
直
結
し
ま
す
。
活

動
を
通
し
て
人
々
が
揖
保
川
を
ど
う
活

用
し
て
か
か
わ
っ
て
い
き
た
い
か
と
い

う
こ
と
が
見
え
て
き
そ
う
で
す
。

濃
い
川
と
の
つ
き
あ
い
が

生
み
出
し
た
も
の

　

揖
保
川
流
域
は
降
水
量
が
少
な
く
、

平
野
も
少
な
い
、
水
も
伏
流
し
や
す
い

流
域
な
の
で
、
捉
え
方
に
よ
っ
て
は
人

が
住
み
に
く
い
地
域
で
す
。
し
か
し
、

揖
保
川
の
場
合
は
そ
れ
を
逆
手
に
と
り
、

制
約
さ
れ
た
条
件
の
な
か
で
、
あ
る
も

の
を
効
率
的
に
利
用
し
、
独
自
の
営
み

を
形
づ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
上
流
域

の
難
所
を
切
り
開
い
て
発
達
さ
せ
た
舟

運
や
素
麺
、
薄
口
し
ょ
う
ゆ
、
皮
革
な

ど
の
地
場
産
業
は
高
度
利
用
の
成
果
の

現
れ
で
も
あ
り
ま
す
。
上
流
域
の
引
原

ダ
ム
で
確
保
さ
れ
た
工
業
用
水
は
播
磨

臨
海
工
業
地
域
の
発
展
に
欠
か
せ
な
い

こ
と
か
ら
も
、
揖
保
川
が
水
利
用
に
貢

献
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

川
と
の
つ
き
あ
い
方
が
濃
い
と
い
う

こ
と
は
、
地
域
に
住
む
人
に
と
っ
て
川

が
身
近
な
存
在
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

川
の
領
域
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
張
り
出
し
た

空
間
を
洪
水
の
一
瞬
だ
け
切
り
離
す
畳

堤
は
人
々
と
川
と
の
距
離
が
近
い
こ
と

を
表
し
て
い
ま
す
し
、
夕
焼
け
小
焼
け

の
赤
と
ん
ぼ
に
出
て
く
る
歌
詞
も
揖
保

川
が
育
ん
だ
龍
野
が
抒
情
的
に
表
現
さ

れ
た
証
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
ん
な
揖
保
川
を
人
々
の
身
近
な
存
在

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
団
体
を
つ
く
っ
て

活
動
す
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
先
も
揖
保

川
と
か
か
わ
り
つ
づ
け
て
い
き
た
い
と

い
う
人
々
の
意
思
の
表
れ
と
も
と
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

人
が
川
の
領
域
に
間
借
り
を
し
、
密

度
の
濃
い
つ
き
あ
い
方
を
し
て
き
た
こ

と
。
そ
れ
こ
そ
が
流
域
に
住
む
人
々
が

望
む
揖
保
川
な
の
だ
と
、
今
回
の
川
巡

り
を
通
じ
て
感
じ
ま
し
た
。

　
（
２
０
１
７
年
11
月
27
～
29
日
取
材
）

川名の由来【揖保川】
播磨国風土記の「粒（いひぼ）の丘」に
由来する。村石利夫編『日本全河川
ルーツ大辞典』（竹書房1979）より。

16 揖保川の河口付近に広がる播磨臨海
工業地域。素麺のほかにも薄口しょうゆや皮
革産業も盛んなのは、揖保川の水と風土が
あればこそだ　17 工業用水道の水源とな
る集水埋渠（しゅうすいまいきょ）が地下に埋
められている緑地帯。揖保川から播磨臨海
工業地域まで続く　18揖保川の取水口。
播磨臨海工業地域まで工業用水として送ら
れている

18 17

16




