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坂本 貴啓 さん
さかもと たかあき

筑波大学大学院 
システム情報工学研究科

 博士後期課程 
構造エネルギー工学専攻 在学中

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、川に興味を持
ちはじめ、川に青春を捧げる。高校時代には
Y N H C（青少年博物学会）、大学時代には
J O C（Joint of College）を設立。白川直
樹研究室『川と人』ゼミ所属。河川市民団
体の活動が河川環境改善に対する潜在力を
どの程度持っているかについて研究中。

【肱川流域の地図】
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）、鉄
道データ（平成 27年）」より編集部で作図

大
地
を
削
っ
て「
遠
回
り
」す
る
肱ひ

じ

か

わ川

坂本クンと行く川巡り  第12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
で
す
。
今
回
の
原
稿
は
、博
士
論
文
の
執
筆
に
奮

闘
中
の
坂
本
く
ん
に
代
わ
っ
て
、
編
集
部
が
ま
と
め
ま
し
た
。

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
。

肱川「源流の碑」
と坂本くん
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（注 1）黒瀬川構造帯

九州から四国、関東まで続く日本
列島最古の地層。かつて存在した
ゴンドワナ大陸の一部とも考えられ
ている。

（注 2）地理的表示（GI）保護制度

長年培われた生産地の特性によっ
て、高い品質と評価を獲得した産
品の名称（地理的表示）を知的財
産として保護する制度。

か
い
ま
し
た
。

肱
川
を
形
づ
く
っ
た

プ
レ
ー
ト
活
動

　

な
ぜ
肱
川
は
遠
回
り
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
四
国
を
形
づ
く
っ
た
太

平
洋
の
海
洋
プ
レ
ー
ト
活
動
と
、
そ
れ

に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
「
付ふ

か
た
い

加
体
」
と
呼

ば
れ
る
地
質
帯
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

「
四
国
西
予
ジ
オ
パ
ー
ク
」
推
進
協
議

会
事
務
局
長
を
務
め
る
西
予
市
役
所
の

高
橋
司
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
四
国
の
南
側
の
海
底
に
あ
る
プ
レ
ー

ト
は
絶
え
ず
四
国
の
下
に
沈
み
込
ん
で

い
る
の
で
、
プ
レ
ー
ト
の
上
に
あ
る
砂

や
泥
な
ど
の
堆
積
物
や
海か

い
ざ
ん山

が
ベ
ル
ト

な
川
が
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
名
は

「
肱ひ

じ
か
わ川

」。
上
空
か
ら
見
る
と
、
反
時
計

回
り
に
円
を
描
く
よ
う
に
流
れ
た
あ
と
、

ス
ッ
と
北
に
進
路
を
変
え
て
瀬
戸
内
海

に
注
ぎ
ま
す
。

　

肱
川
は
愛
媛
県
西せ

い
よ予

市
の
鳥と

さ
か坂

峠
を

源
と
し
て
大お

お
ず洲

市
の
長
浜
地
区
ま
で
流

れ
る
1 

0 

3 

km
の
川
で
す
が
、
実
は
源

流
か
ら
河
口
ま
で
の
直
線
距
離
は
た
っ

た
の
18 

km
。
い
か
に
遠
回
り
し
て
い
る

か
が
わ
か
り
ま
す
。

「
肱
川
は
四
国
の
造
山
活
動
に
関
係
が

あ
り
ま
す
し
、
こ
の
時
期
は
『
肱
川
あ

ら
し
』
と
呼
ば
れ
る
霧
も
発
生
し
ま
す
。

地
形
や
気
象
を
知
る
に
は
絶
好
の
川
な

ん
で
す
よ
」
と
目
を
輝
か
せ
る
坂
本
く

ん
と
と
も
に
、
編
集
部
は
愛
媛
県
へ
向

コ
ン
ベ
ア
の
よ
う
に
運
ば
れ
て
き
て
四

国
に
押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

『
付
加
体
』。
長
い
年
月
を
か
け
て
集
積

し
た
、
い
く
つ
も
の
時
代
の
付
加
体
が

形
づ
く
っ
た
の
が
、
今
の
四
国
の
姿
な

の
で
す
」

　

プ
レ
ー
ト
は
四
国
に
対
し
て
や
や
斜

め
に
沈
み
込
ん
で
い
る
た
め
、
西
予
市

の
東
で
は
隆
起
し
て
山
が
高
く
な
っ
て

い
る
の
に
対
し
、
西
で
は
沈
降
し
て
リ

ア
ス
式
海
岸
が
発
達
し
て
い
ま
す
。

　

肱
川
の
上
流
域
に
あ
た
る
西
予
市
に

は
、
約
2
億
年
前
の
中
生
代
・
ジ
ュ
ラ

紀
の
地
層
「
秩
父
帯
」
が
主
に
分
布
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
秩
父
帯
の
な
か

に
は
も
っ
と
古
い
約
4
億
年
前
の
古
生

代
の
地
層
「
黒
瀬
川
構
造
帯
」（
注
1
）

が
存
在
し
ま
す
。

　

黒
瀬
川
構
造
帯
は
、
肱
川
の
支
流
名

に
由
来
す
る
黒
瀬
川
地
域
で
初
め
て
本

格
的
な
調
査
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
か
ら

こ
の
名
が
つ
き
ま
し
た
。
高
橋
さ
ん
が

「
道
の
駅
き
な
は
い
屋
し
ろ
か
わ
」
の

そ
ば
を
流
れ
る
黒
瀬
川
を
案
内
し
て
く

れ
ま
し
た
。
こ
の
上
流
で
は
4
億
年
以

上
前
の
古
生
代
の
サ
ン
ゴ
類
や
三
葉
虫

の
化
石
が
発
見
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

そ
し
て
河
原
の
岩
に
は
、
ジ
ュ
ラ
紀
の

厚あ
つ
ば歯

二
枚
貝
や
サ
ン
ゴ
、
ウ
ミ
ユ
リ
、

ウ
ニ
の
仲
間
な
ど
の
化
石
を
た
く
さ
ん

ぐ
る
り
と
遠
回
り
す
る

不
思
議
な
川

「
四
国
に
お
も
し
ろ
い
川
が
あ
る
ん
で

す
よ
」
と
切
り
出
し
た
坂
本
く
ん
。
川

は
源
流
か
ら
も
っ
と
も
近
い
海
に
向
か

っ
て
流
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
愛

媛
県
に
は
源
流
か
ら
内
陸
に
向
か
っ
て

流
れ
、
ぐ
る
り
と
遠
回
り
す
る
不
思
議

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
肱
川
は
、
地
質
や
地
形
、
大
地
の
動

き
な
ど
が
相
互
に
影
響
し
な
が
ら
で
き

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
」（
高
橋
さ
ん
）

　

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
年
月
を

経
て
つ
く
ら
れ
た
複
雑
な
大
地
の
た
め
、

直
線
的
に
海
に
向
か
お
う
と
し
て
も
そ

び
え
る
山
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
、
肱
川

は
流
路
を
変
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
「
遠
回
り
す
る
川
」
と
な
っ
た

の
で
す
。

　

坂
本
く
ん
は
「
高
橋
さ
ん
の
言
葉
で

も
っ
と
も
印
象
深
か
っ
た
の
が
、『
地
球

の
動
き
が
山
や
川
の
大
地
を
形
づ
く
り
、

そ
こ
に
雨
が
降
り
土
砂
が
積
も
り
、
植

物
が
芽
吹
き
生
物
が
生
息
し
て
、
地
域

特
有
の
気
候
風
土
と
な
る
。
そ
の
環
境

で
人
が
生
活
す
る
の
で
、
特
色
あ
る
文

化
や
歴
史
が
生
ま
れ
る
』
と
い
う
こ
と
。

暮
ら
し
は
何
層
も
の
環
境
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ジ
オ
パ
ー
ク
の

観
察
を
通
し
て
実
感
し
ま
し
た
」
と
言

い
ま
し
た
。

「道の駅きなはい屋しろかわ」
の裏手を流れる黒瀬川。手前
の岩に貝やサンゴなどの化石
が見える

「四国西予ジオパーク」推進
協議会事務局長を務める西
予市役所の高橋司さん

肱川の源流付近。森の奥から流れ出た水は、
野村盆地へと向かう
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深
い
霧
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。「
い
や

い
や
、
今
日
は
マ
シ
な
方
で
す
。
ふ
つ

う
は
昼
ぐ
ら
い
ま
で
霧
が
晴
れ
な
い
ん

で
す
よ
」
と
笑
う
亀
崎
さ
ん
は
、
伊
予

生
糸
を
育
ん
だ
二
つ
め
の
条
件
に
「
伏

流
水
が
豊
か
な
こ
と
」
を
挙
げ
ま
し
た
。

「
繭
を
湯
や
蒸
気
で
柔
ら
か
く
し
て
、

糸
が
切
れ
ず
に
繰
り
と
れ
る
よ
う
に
す

る
『
煮し

ゃ
け
ん繭

』。
そ
し
て
繭
の
糸
を
何
本

か
合
わ
せ
て
1
本
の
生
糸
に
す
る

『
繰そ

う
し糸

』
な
ど
の
作
業
で
、
製
糸
工
場

は
大
量
に
水
を
使
い
ま
す
」

　

そ
し
て
三
つ
め
の
条
件
は
肱
川
そ
の

も
の
。
亀
崎
さ
ん
は
「
下
流
の
大
洲
盆

地
に
蚕
糸
工
場
が
あ
っ
た
の
で
、
繭
を

筏
に
載
せ
て
肱
川
を
下
っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
そ
う
で
す
」
と
言
い
ま
す
。
当
時
、

繭
は
相
場
制
で
養
蚕
農
家
の
経
営
が
安

定
し
な
か
っ
た
た
め
、「
自
分
た
ち
で
糸

も
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
声
が
町
民
か
ら

あ
が
り
、
野
村
町
に
製
糸
工
場
が
で
き

た
そ
う
で
す
。

　

シ
ル
ク
博
物
館
に
隣
接
す
る
「
絹
織

物
館
」
の
製
糸
所
で
は
、
西
予
市
内
の

養
蚕
農
家
が
生
産
し
た
繭
が
持
ち
込
ま

れ
、
多た

条じ
ょ
う
そ
う
し
き

操
糸
機
と
い
う
機
械
で
今
も

生
糸
を
生
産
し
て
い
ま
す
。
操
業
し
て

い
る
蚕
糸
工
場
は
全
国
で
五
つ
の
み
。

西
日
本
で
は
こ
こ
だ
け
で
す
。

「
生
糸
の
触
り
心
地
と
輝
き
は
高
級
感

伊
予
生
糸
を
育
ん
だ

霧
と
伏
流
水
と
肱
川

　

山
を
迂
回
す
る
よ
う
に
流
れ
る
肱
川

の
本
流
。
そ
の
上
流
部
に
は
野
村
盆
地
、

中
流
部
に
は
大
洲
盆
地
が
あ
り
、
と
も

に
養
蚕
と
蚕
糸
（
生
糸
）
業
が
盛
ん
で

し
た
。
平
安
時
代
に
は
す
で
に
産
地
だ

っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

な
か
で
も
「
伊い

よ

い

と

予
生
糸
」
と
称
さ
れ

る
伊
予
市
野
村
町
産
の
生
糸
は
、
古
く

か
ら
伊
勢
神
宮
や
皇
室
の
御
料
糸
、
能

装
束
の
復
元
な
ど
に
用
い
ら
れ
、
2 

0 

1 

6
年
（
平
成
28
）
2
月
に
は
地
理
的
表

示
（
GI
）
保
護
制
度
（
注
2
）
に
登
録
。

こ
の
背
景
に
は
、
肱
川
流
域
な
ら
で
は

の
地
形
と
水
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。

　

野
村
盆
地
に
あ
る
「
西
予
市
野
村
シ

ル
ク
博
物
館
」
を
訪
ね
、
館
長
の
亀
崎

壽
治
さ
ん
に
お
会
い
し
ま
し
た
。
野
村

町
で
本
格
的
に
養
蚕
が
始
ま
っ
た
の
は

1 

8 

7 

0
年
（
明
治
3
）。
翌
年
に
は
製

糸
技
術
が
導
入
さ
れ
、
明
治
後
期
か
ら

大
正
期
に
は
製
糸
工
場
が
多
数
つ
く
ら

れ
た
そ
う
で
す
。

「『
い
い
生
糸
』
は
『
い
い
繭
』
が
あ
っ

て
こ
そ
で
き
る
も
の
で
す
。
肱
川
流
域

は
霧
が
深
い
の
で
、
蚕
の
エ
サ
で
あ
る

桑
の
生
育
が
と
て
も
よ
い
の
で
す
よ
」

　

訪
れ
た
日
の
午
前
中
、
こ
の
一
帯
は

う
な
条
件
が
あ
り
ま
す
ね
」
と
坂
本
く

ん
は
話
し
ま
す
。

心
の
強
い
子
を
育
て
る

「
肱
川
あ
ら
し
」

　

滔
々
と
流
れ
る
肱
川
を
横
目
に
、
野

村
盆
地
か
ら
中
流
部
の
大
洲
盆
地
へ
ク

ル
マ
で
移
動
し
ま
す
。
河
口
か
ら
15
〜

20 

km
付
近
に
広
が
る
大
洲
盆
地
の
面
積

は
約
10 

㎢
。
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
こ

の
大
洲
盆
地
で
発
生
し
た
霧
が
一
気
に

河
口
か
ら
瀬
戸
内
海
（
伊
予
灘
）
に
向
か

っ
て
吹
き
抜
け
る
現
象
が
「
肱
川
あ
ら

し
」
で
す
。
大
洲
市
立
大
洲
南
中
学
校

の
校
長
を
務
め
る
松
井
康
之
さ
ん
は
こ

う
説
明
し
ま
す
。

「
放
射
冷
却
と
周
囲
を
囲
む
標
高
の
高

い
山
々
で
冷
や
さ
れ
た
空
気
が
大
洲
盆

地
に
流
れ
こ
ん
で
き
ま
す
。
一
方
、
地

上
は
水
田
が
多
い
た
め
快
晴
時
は
気
温

が
上
が
り
飽
和
水
蒸
気
が
発
生
す
る
の

で
、
冷
た
い
空
気
と
水
蒸
気
が
混
ざ
り

合
っ
て
霧
に
な
る
の
で
す
」

　

盆
地
な
の
で
風
が
吹
か
ず
、
霧
は
そ

の
ま
ま
朝
ま
で
溜
ま
り
ま
す
。
ひ
ど
い

と
き
は
50 

m
先
が
見
え
な
い
ほ
ど
。
た

だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
風
速
20 

m
／
s

と
い
う
「
肱
川
あ
ら
し
」
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
肱
川
が
2 

0 

0 

1 シルク博物館に隣接する「絹
織物館」の製糸所で働く繰糸工
（そうしこう）の井関奈央さん。
手にするのは出荷前の「伊予
生糸」
2 野村町内の養蚕農家が育て
た繭。羽化させず、逆に死なせ
ないように6～7℃の冷蔵庫で
保管することによって質のよい
糸がとれるという
3 製糸所の多条操糸機。同時
に16本の糸をゆっくりと引く

西予市野村シルク博物館館長
の亀崎壽治さん

が
あ
り
、
で
き
あ
が
っ
た
生
地
を
見
る

と
日
本
の
近
代
化
を
牽
引
し
た
こ
と
が

納
得
で
き
ま
す
。
製
糸
業
は
良
質
な
水

と
地
形
、
霧
の
発
生
し
や
す
い
気
候
が

重
要
で
す
。
肱
川
流
域
の
よ
う
に
製
糸

業
が
発
達
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
同
じ
よ

1

2

3
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万
年
か
け
て
削
り
つ
づ
け
た
河
口
部
の

地
形
と
温
か
い
海
水
で
す
。
肱
川
は
河

口
に
近
づ
く
に
つ
れ
ど
ん
ど
ん
川
幅
が

狭
く
な
る
「
と
て
も
稀
な
構
造
」（
松
井

さ
ん
）
な
の
で
す
。

「
河
口
部
は
両
岸
に
9 
0 

0 

m
ほ
ど
の

高
さ
の
山
が
そ
び
え
て
い
ま
す
。
こ
こ

は
三さ

ん

波ば
が
わ
へ
ん
せ
い
た
い

川
変
成
帯
と
い
う
地
質
で
、
今

も
一
年
に
1 

mm
ほ
ど
隆
起
し
つ
づ
け
て

い
る
。
し
か
し
、
肱
川
は
山
が
隆
起
す

る
前
か
ら
あ
っ
た
の
で
、
水
の
流
れ
で

削
り
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
『
先

行
性
河
川
』
と
い
い
ま
す
」

　

盆
地
に
溜
ま
っ
た
冷
え
た
霧
の
出
口

は
狭
い
肱
川
し
か
な
い
。
そ
し
て
海
水

温
は
0
℃
以
下
に
は
な
ら
な
い
の
で
、

温
度
差
＝
圧
力
差
が
で
き
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
風
が
強
ま
り
、
霧
は
肱
川
か
ら

一
気
に
海
へ
向
か
う
―
―
こ
れ
が
「
肱

川
あ
ら
し
」
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
す
。

「
霧
が
ま
る
で
龍
の
よ
う
に
降
り
て
き

て
、
海
に
出
た
と
た
ん
に
急
上
昇
す
る

す
ご
い
光
景
な
の
で
す
よ
」
と
松
井
さ

ん
。
大
洲
盆
地
の
子
ど
も
た
ち
は
、
台

「肱川あらし」について説明す
る大洲市立大洲南中学校の
校長、松井康之さん。「大潮で、
しかも満潮が朝の日にもっとも
雄大な『あらし』が見られます」

河口付近の右岸から見た「肱川あらし」。真ん中に架かるのは「長浜大橋」。現役で動
く日本最古の道路可動橋で、国の重要文化財に指定されている　提供：大洲市役所 長浜支所

左岸の高台から望む肱川と長浜地区。帆船がひしめく様子から
往時の賑わいがわかる　提供：大洲市役所 長浜支所

風
並
み
の
強
風
と
、
体
が
濡
れ
る
ほ
ど

の
冷
た
い
霧
の
な
か
を
歩
い
て
学
校
に

来
ま
す
。
松
井
さ
ん
は
「
こ
れ
は
心
が

強
い
子
ど
も
に
な
る
は
ず
だ
」
と
思
う

そ
う
で
す
。

　

坂
本
く
ん
は
ド
ロ
ー
ン
（
無
人
航
空
機
）

を
持
参
す
る
ほ
ど
「
肱
川
あ
ら
し
」
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
取
材
中

に
遭
遇
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。

「
河
口
の
長
浜
地
区
の
人
た
ち
に
『
明

日
、
肱
川
あ
ら
し
は
起
き
ま
す
か
？
』

と
聞
く
と
、
皆
さ
ん
楽
し
そ
う
に
予
想

し
合
っ
て
い
ま
し
た
。
洗
濯
物
の
乾
き

具
合
（
日
照
時
間
）、
散
歩
の
と
き
の
風

の
冷
た
さ
（
気
温
）、
漁
に
出
た
と
き
の

海
の
様
子
（
波
浪
）
な
ど
、
日
常
の
経

験
則
に
裏
付
け
さ
れ
た
予
報
力
を
も
っ

109
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ま
す
が
、「
恵
み
」
を
も
た
ら
し
て
き
た

こ
と
も
事
実
で
す
。「
肱
川
あ
ら
し
」
の

解
説
を
お
願
い
し
た
大
洲
市
出
身
の
松

井
さ
ん
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
住
民
は
、
江
戸
時
代
に
8 

m
〜
9 

m

と
い
う
と
ん
で
も
な
い
水
位
の
洪
水
を

起
こ
し
た
暴
れ
川
の
肱
川
と
、
常
に
共

生
す
る
こ
と
を
考
え
て
き
ま
し
た
」　

　

水
の
勢
い
を
削
ぐ
石
積
み
「
な
げ
」

や
漂
流
物
を
止
め
る
水
防
林
「
御ご

よ
う用

藪や
ぶ

」
な
ど
は
そ
の
一
例
で
す
。
そ
の
反

面
、
恵
み
も
あ
り
ま
し
た
。

「
肱
川
が
あ
っ
た
か
ら
上
流
か
ら
木
材

が
流
せ
ま
し
た
し
、
筏
の
上
に
は
牛
や

豚
も
載
せ
て
運
び
ま
し
た
。
ゆ
る
や
か

な
の
で
下
流
か
ら
上
流
に
塩
や
砂
糖
、

し
ょ
う
ゆ
な
ど
の
生
活
物
資
を
運
ぶ
こ

と
で
、
暮
ら
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
」

　

霧
の
お
か
げ
で
養
蚕
と
生
糸
の
産
地

と
な
り
、
霧
と
洪
水
が
運
ぶ
肥
え
た
土

の
お
か
げ
で
大
洲
盆
地
は
ハ
ク
サ
イ
な

ど
葉
野
菜
の
生
産
が
盛
ん
で
す
。
そ
し

て
今
、「
肱
川
あ
ら
し
」
を
観
光
資
源
に

し
よ
う
と
い
う
動
き
も
出
て
き
ま
し
た
。

　

大
地
の
隆
起
と
沈
降
に
よ
っ
て
遠
回

り
す
る
肱
川
。
今
も
大
地
を
削
り
な
が

ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
恵
み
を
流
域
に
も
た

ら
し
て
い
ま
す
。

　
　
（
2 

0 

1 

6
年
11
月
19
〜
21
日
取
材
）

き
ま
し
た
。

　

大
洲
盆
地
を
含
む
河
口
か
ら
20 

km
付

近
ま
で
管
理
す
る
国
土
交
通
省
大
洲
河

川
国
道
事
務
所
で
、
調
査
課
長
の
髙
島

愛や
す
の
り典

さ
ん
と
河
川
調
査
係
長
の
朝
山
千

春
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
肱
川
流
域
は
、
雨
に
乏
し
い
四
国
の

瀬
戸
内
側
で
も
降
雨
が
多
い
地
域
で
す
。

ま
た
支
川
が
4 
7 
4
あ
り
、
流
路
延
長

に
比
べ
て
相
当
多
い
。
特
に
肱
川
は

『
水
郷
肱
川
』
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
水
量

が
多
く
、
地
形
の
関
係
も
あ
り
水
が
溜

ま
り
や
す
く
、
洪
水
被
害
が
頻
発
し
て

い
ま
す
」（
髙
島
さ
ん
）

　

肱
川
の
治
水
の
歴
史
は
1 

6 

0 

3
年

（
慶
長
8
）
の
大
洲
藩
加
藤
家
の
工
事
に

遡
り
ま
す
。
戦
後
は
人
的
被
害
こ
そ
な

い
も
の
の
た
び
た
び
洪
水
に
見
舞
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
1 

9 

6 

0
年
（
昭
和
35
）

に
鹿か

の野
川
ダ
ム
、
1 

9 

8 

2
年
（
昭
和

57
）
に
野
村
ダ
ム
が
竣
工
し
て
か
な
り

改
善
し
ま
し
た
が
、
今
も
①
鹿
野
川
ダ

ム
の
改
造
、
②
山や

ま
と鳥

坂さ
か

ダ
ム
の
建
設
、

③
堤
防
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

悩
ま
し
い
の
は
、
人
も
資
産
も
集
中

川名の由来【肱川】
ひじを曲げたように曲流していることが挙げられる。また、比志
城（大洲城）の築城の際に人柱となった「おひじ」という女性
の名をとったという伝説もある。

 肱川
 水系番号  ： 86
 都道府県  ： 愛媛県
 源流  ： 鳥坂峠（460 ｍ） 
 河口  ： 瀬戸内海  
 本川流路延長  ： 103 km 51位／ 109
 支川数  ： 474河川 5位／ 109
 流域面積  ： 1210 km2 55位／ 109
 流域耕地面積率  ： 8.4 ％ 63位／ 109
 流域年平均降水量  ： 1631 mm 69位／ 109
 基本高水流量  ： 6300 m3/ s 49位／ 109
 河口の基本高水流量  ： 7747 m3/ s 53位／ 109
 流域内人口  ： 10万 4031人 71位／ 109
 流域人口密度 ： 86人 / km2 73位／ 109
（基本高水流量観測地点：大洲〈河口から18.8km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）

す
る
中
流
の
大
洲
盆
地
を
守
る
と
、
勾

配
が
ゆ
る
く
河
口
が
狭
い
た
め
、
下
流

の
洪
水
被
害
が
大
き
く
な
る
危
険
が
あ

る
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
「
先
に
下
流
か
ら
堤
防
整
備

に
着
手
し
な
が
ら
も
、
上
流
の
洪
水
は

ダ
ム
で
抑
え
る
」（
髙
島
さ
ん
）
と
い
う
二

段
構
え
で
臨
ん
で
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
両
岸
に
山
が
迫
る
下
流
部

に
通
常
の
堤
防
は
築
け
な
い
の
で
、「
集

落
そ
の
も
の
を
嵩
上
げ
」
す
る
日
本
初

の
「
宅
地
嵩か

さ
あ上

げ
事
業
」
な
ど
も
1 

9 

8 

5
年
（
昭
和
60
）
か
ら
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
中
流
の
堤
防
を
先
に
完
成
さ
せ

て
し
ま
う
と
下
流
が
氾
濫
す
る
恐
れ
が

あ
る
た
め
、
中
流
の
堤
防
は
段
階
的
に

嵩
上
げ
し
て
い
く
暫
定
的
な
堤
防
も
7

カ
所
で
整
備
し
ま
し
た
。

　

肱
川
流
域
の
人
々
は
洪
水
被
害
を
た

び
た
び
受
け
て
い
ま
す
の
で
「
防
災
へ

の
意
識
が
と
て
も
高
い
」（
髙
島
さ
ん
）。

自
治
会
で
年
配
者
が
若
い
人
た
ち
に
洪

水
に
関
す
る
説
明
会
を
開
い
た
り
、
防

災
訓
練
を
行
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

肱
川
は
住
民
に
大
き
な
被
害
を
加
え

坂本くんがドローンで撮影した肱川中流部。手前から奥に向かって流れてい
る。河口に向かうと両側に山が迫ってくる　撮影：坂本貴啓

国土交通省大洲河川
国道事務所調査課長
の髙島愛典さん

国土交通省大洲河川
国道事務所河川調査
係長の朝山千春さん

て
い
ま
す
。『
肱
川
あ
ら
し
』
は
生
活
の

一
部
な
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。
今
回

は
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
も
う
一
度
こ
の
時
期
に
来
て

み
よ
う
と
思
い
ま
す
」（
坂
本
く
ん
）

暴
れ
川
・
肱
川
と
の

共
生
を
目
指
し
て

　

ク
ル
マ
で
の
移
動
中
、
坂
本
く
ん
が

「
上
流
な
の
に
、
ま
る
で
下
流
の
よ
う

に
滔
々
と
流
れ
て
い
ま
す
ね
」
と
口
に

し
た
よ
う
に
、
肱
川
は
勾
配
が
ゆ
る
い

川
で
す
。
し
か
も
河
口
が
狭
い
た
め
、

こ
の
流
域
は
常
に
洪
水
に
見
舞
わ
れ
て


