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ど
ん
な
を

た
ど
る
旅

機
械
も
な
い
時
代
の
土
木
技
術
を
た
ど
る

と
、
一
杯
の
水
の
見
え
方
が
か
わ
り
ま
す
。

ど
ん
な
機
能
で
、
ど
ん
な
構
造
な
の
か
を

た
ど
り
ま
す
。

筑後大堰
昭和 28 年（1953）の大水害をきっかけに造られた。
昭和 59 年（1984）10 月、操作が始まった完成前年
の姿。治水とともに、「福岡導水」の取水口で、福岡
都市圏 10 市 6 町と隣接する佐賀県基山町に水道用
水を送る命綱となっている
写真／西日本新聞社提供
〇 左岸・福岡県久留米市　右岸・佐賀県みやき町
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日
本
三
大
暴
れ
川

筑
紫
次
郎
に
挑
ん
だ

筑
後
四
堰

朝倉市

長野堰うきは市・吉井町

『筑後川繪圖』　
筑後川歴史散策（筑後川河川事務所）より引用

　

筑
後
川
は
九
州
随
一
の
大
河
で
す
。

　

そ
の
流
れ
は
ま
ず
、
熊
本
県
の
阿
蘇
外
輪
山
よ
り
発
す
る

大
山
川
と
大
分
の
久
住
山
に
発
す
る
玖
珠
川
を
日
田
盆
地
で

あ
わ
せ
、
三
隈
川
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
大
分
県
と
福
岡
県

の
境
に
あ
る
夜
明
渓
谷
を
通
る
と
、
そ
の
名
を
筑
後
川
と
変

え
、
幾
多
の
支
流
と
合
流
し
な
が
ら
、
有
明
海
へ
と
注
い
で
い

ま
す
。

大
水
の
歴
史
と
河
童
伝
説

　

全
長
1
4
3
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
四
県
に
ま
た
が
る
流
域
面
積

は
2
8
6
0
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
年
間
50
億
ト
ン
も
の
流
れ

で
筑
後
平
野
を
潤
す
筑
後
川
は
、別
名
「
筑
紫
次
郎
」。「
板

東
太
郎
」
こ
と
利
根
川
、「
四
国
三
郎
」
こ
と
吉
野
川
と
と

も
に
日
本
三
大
河
川
の
次
男
に
例
え
ら
れ
る
の
は
、
水
位
の

上
下
差
を
表
す
河
況
係
数
が
全
国
で
二
位
ゆ
え
。
筑
後
川

の
歴
史
は
す
な
わ
ち
大
水
の
歴
史
で
す
。
各
所
で
出
会
う

河
童
像
は
、
水
神
信
仰
の
表
れ
な
が
ら
、
ど
こ
か
哀
愁
漂
い
、

人
間
く
さ
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

筑
後
川
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
畏
れ
を
も
の
と
も
せ

ず
そ
の
水
を
引
こ
う
と
挑
み
、
川
の
恩
恵
と
い
う
遺
産
を
残

し
て
く
れ
た
先
人
た
ち
の
偉
業
の
数
々
。
4
0
0
年
た
っ
た
今

も
、
そ
の
歴
史
を
刻
み
続
け
て
い
ま
す
。
は

久留米市田主丸町は河童像が
1000体あるといわれる。河童と相
撲をとったという古老もいたほど、
伝説も数多い

大石堰

山田堰
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大石堰
筑後川と巨瀬川に挟まれた台地は川面より高く、
川岸に立つと、その高低差がよくわかる。流れは
迫力があり、その中に石を積み、堰をつくることがど
れほど難工事であったかが感じられる
〇 福岡県うきは市

　

福
岡
県
う
き
は
市
、
久
留
米
市
が
あ
る
筑
後
川
中
流

域
は
今
で
こ
そ
、
穀
倉
地
帯
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
土
地
よ

り
も
筑
後
川
の
水
面
が
低
く
、
川
あ
れ
ど
水
乏
し
き
土

地
で
、
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
土
地
を
捨
て
、
夜
逃
げ
す

る
者
さ
え
あ
り
ま
し
た
。

5
人
の
庄
屋
の
想
像
を
絶
す
る
計
画

　

こ
の
頃
、
生
葉
郡
（
現
在
の
う
き
は
市
）に
夏
梅
村
庄

屋
栗
林
次
兵
衛
、
清
宗
村
庄
屋
本
松
平
右
衛
門
、
高

田
村
庄
屋
山
下
助
左
衛
門
、
今
竹
村
庄
屋
重
富
平
左

衛
門
、
菅
村
庄
屋
猪
山
作
之
丞
と
い
う
5
人
の
庄
屋
は
、

筑
後
川
の
水
を
何
と
か
こ
の
平
地
に
引
く
こ
と
は
で
き
な
い

か
と
話
し
合
い
ま
し
た
。
結
果
は
10
キ
ロ
ほ
ど
上
流
の
長

瀬
の
入
江
の
筑
後
川
に
堰
を
つ
く
り
、
水
門
を
設
け
て
溝

を
掘
り
、
落
差
を
利
用
し
て
水
を
引
く
と
い
う
、
想
像
を

絶
す
る
計
画
で
し
た
。 　
　
　
　

　

大
旱か

ん
ば
つ魃
と
な
っ
た
寛
文
3
年
（
1
6
6
3
）、
5
人
は

郡
奉
行
へ
と
申
し
入
れ
、
血
判
ま
で
押
し
て
決
意
の
ほ
ど

を
あ
ら
わ
し
ま
し
た
。
水
を
通
す
溝
の
場
所
、長
さ
、幅
、

深
さ
、
人
の
数
な
ど
く
わ
し
い
見
積
書
、
水
路
の
図
面
を

つ
く
り
あ
げ
ま
す
。
久
留
米
藩
は
、
土
木
巧
者
と
し
て

名
高
い
普
請
奉
行
、
丹に

わ
た
の
も

羽
頼
母
重
次
に
調
査
を
命
じ
ま

す
が
、
計
画
に
感
銘
を
受
け 

「
こ
ん
な
大
事
業
は
と
て
も

庄
屋
な
ど
の
手
で
や
り
通
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
藩
の
工
事

に
す
べ
き
」と
藩
へ
進
言
す
る
こ
と
を
約
束
し
ま
し
た
。「
大

石
長
野
水
道
仕
建
進
溝
立
願
書
」
は
、
周
辺
の
村
々
も

加
わ
り
13
ヶ
村
11
庄
屋
が
連
署
し
出
願
さ
れ
ま
し
た
。

極
刑
に
処
さ
れ
て
も
異
存
な
し
と

　

し
か
し
、
上
流
の
導
水
路
計
画
地
周
辺
の
村
が
導
水

路
に
よ
る
大
水
時
の
被
害
を
危
惧
し
反
対
運
動
を
起
こ

し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、 

庄
屋
が
「
損
害
が
生
じ
た
場
合

は
極
刑
に
処
さ
れ
て
も
異
存
は
な
い
」
と
命
が
け
の
決
意

を
見
せ
た
こ
と
で
、
反
対
運
動
は
収
束
し
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
郡
奉
行
・
高
村
権
内
が
庄
屋
を
集
め
、 「
事
業
が

失
敗
し
た
際
は
五
庄
屋
全
員
を
磔

は
り
つ
けの
刑
に
処
す
る
が
不

五
庄
屋
伝
説

大
石
堰

57 56



59 58

や
下
流
か
ら
も
大
石
長
野
水
道
の
延
伸
や
導
水
の
拡
張
の
請

願
が
絶
え
ず
、
も
は
や
取
水
量
を
増
や
す
し
か
な
い
と
計
画
さ

れ
た
の
が
「
大
石
堰
」
で
す
。

　

暴
れ
川
の
筑
後
川
本
流
を
堰
き
止
め
る
大
工
事
で
し

た
が
、
頼
母
が
営
渠
使
と
し
て
工
事
を
司
り
、
延
宝
2
年

（
1
6
7
4
）に
完
成
し
、
第
4
期
工
事
ま
で
行
わ
れ
、
灌

漑
面
積
を
広
げ
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
千
数
百
町
歩
の

水
乏
し
く
荒
廃
し
た
田
畑
は
、
豊
か
な
穀
倉
地
帯
へ
と一
変
し

ま
し
た
。

享
保
・
宝
暦
一
揆

　

大
石
・
長
野
堰
の
完
成
は
、一
方
で
数
倍
の
課
税
と
な
り
、

農
民
た
ち
の
暮
ら
し
を
苦
し
め
ま
し
た
。
そ
の
憤
り
は
亨
保
、

宝
暦
の
全
国
史
上
に
残
る
農
民
一
揆
と
し
て
爆
発
し
ま
す
。

　

災
害
が
続
き
、
不
作
続
き
だ
っ
た
享
保
年
間
（
1
7
1
6

〜
1
7
3
5
）、
そ
の
13
年
2
月
、
参
勤
交
代
の
御
用
銀

不
足
に
陥
っ
た
有
馬
藩
が
、
年
貢
上
納
を
10
分
の
1
か
ら
3

分
の
1
へ
引
き
上
げ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
蜂
起
し
た
享
保
一

服
は
な
い
か
」
と
改
め
て
決
意
を
問
う
と
、
五
庄
屋
は
異
存

の
な
い
旨
を
答
え
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
丹
羽
頼
母
を
監
督
者

と
し
た
藩
営
事
業
と
し
て
、
寛
文
4
年
（
1
6
6
4
）、
起

工
式
が
執
り
行
わ
れ
、
そ
の
現
場
に
は
5
本
の
磔
柱
が
建
て

ら
れ
ま
し
た
。  

　

第
1
期
工
事
は
、 
大
石
村
長
瀬
の
入
江
に
水
門
を
設
け
て

取
水
路
を
通
じ
て
約
3
キ
ロ
西
側
の
隈
ノ
上
川
に
合
流
さ
せ
、

「
長
野
堰
」
を
設
け
て
隈
ノ
上
川
西
岸
の
水
門
か
ら
取
水
し

た
水
を
角か

く
ま間
村（
現
在
の
う
き
は
市
吉
井
町
）ま
で
導
水
し
、

そ
こ
か
ら
先
は
在
来
の
溝
の
拡
張
等
に
よ
り
各
村
に
分
配
す

る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
女
性
、
子
ど
も
も
こ
ぞ
って
加
勢
し
、

延
べ
1
万
5
0
0
0
人
。
わ
ず
か
60
日
で
の
完
成
と
い
う
偉

業
で
し
た
。

　

最
後
の
水
留
を
切
っ
て
落
と
し
、
轟
音
と
共
に
、
水
は
勢

い
よ
く
水
路
を
流
れ
、
見
事
村
に
届
い
た
の
で
し
た
。

本
流
を
堰
き
止
め
た
大
石
堰

　

工
事
の
完
成
に
よ
って
潤
う
村
の
姿
に
、
反
対
し
て
い
た
村

3 つの石で、はかったように田畑に
水を分ける角間天秤（かくまてんびん）

揆
は
犠
牲
者
を
出
す
こ
と
な
く
藩
が一
旦
要
求
を
受
け
入
れ
、

農
民
た
ち
は
組
織
的
に
行
動
す
る
こ
と
で
、
圧
政
に
立
ち
向

か
う
術
を
知
り
ま
す
。

　

こ
の
翌
年
に
八
代
藩
主
と
な
っ
た
有
馬
頼よ

り
ゆ
き徸

は
、
算
学
を

極
め
、
広
く
優
れ
た
意
見
を
求
め
て
徳
川
吉
宗
に
倣
っ
て
目

安
箱
を
設
置
す
る
な
ど
、
窮
民
救
済
に
務
め
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
享
保
の
大
飢
饉
は
藩
の
逼
迫
し
た
財
政
に
さ

ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
宝
暦
4
年

（
1
7
5
4
）
2
月
20
日
、
藩
は
8
歳
以
上
の
男
女
全
員
に

対
す
る
人
別
銀
の
課
税
を
命
じ
ま
す
。
こ
れ
に
竹
野
郡
・
生

葉
郡
の
農
民
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
反
対
を
表
明
し
、
3
月
20
日

に
若
宮
八
幡
宮
へ
集
結
。
数
千
人
は
数
万
人
へ
と
膨
れ
上
が

り
、
筑
後
川
の
河
原
へ
と
移
動
し
ま
す
。
領
内
の
金
銀
を
お

触
れ
を
出
し
て
強
制
的
に
藩
札
へ
と
交
換
す
る
札
替
所
の
打

ち
崩
し
な
ど
激
化
す
る
様
相
に
、
3
月
29
日
、
筆
頭
家
老

の
有
馬
石
見
が
吉
井
に
赴
き
、
直
訴
箱
で
上
三
郡
、
三
井
、

御
原
の
31
通
の
嘆
願
書
を
回
収
し
、
吟
味
し
農
民
に
難
儀

が
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
書
付
を
出
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
全
国
史
上
最
大
の
10
万
人
が
蜂
起
し
た
と

も
い
わ
れ
る
宝
暦
一
揆
は
終
息
を
見
ま
す
が
、
全
領
的
蜂
起
は

江
戸
に
い
た
頼
徸
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
一
揆
側
の
首
謀
者

全
員
に
加
え
、
責
任
者
で
あ
る
家
老
ら
も
処
刑
と
い
う
、
藩
、

領
民
と
も
に
過
酷
な
結
末
と
な
り
ま
し
た
。

　

守
り
抜
か
れ
た
、
目
の
前
に
広
が
る
豊
か
な
農
地
。
水
の

歴
史
に
は
、
多
く
の
命
を
か
け
た
物
語
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
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袋野隧道

日田市

うきは市・浮羽町

上／ 3 年に1 度の袋野隧道見学会
右／岩盤の硬さに、筑後川が S 字型に湾曲している。
大石、山春地区には、袋野水道によって約 390 ヘクター
ルの水田が広がる

『筑後川繪圖』　
筑後川歴史散策（筑後川河川事務所）より引用

　

大
石
・
長
野
水
道
完
成
か
ら
8
年
後
、
各
村
庄
屋
の
上

に
た
ち
疏
水
を
完
成
さ
せ
た
大
庄
屋
田
代
弥
左
衛
門
重
栄

と
、
そ
の
息
子
、 

又
左
衛
門
重
仍
は
、
変
わ
ら
ず
水
が
乏

し
い
上
流
の
山
春
、
大
石
村
に
心
を
痛
め
て
い
ま
し
た
。
寛

文
12
年
（
1
6
7
2
）、
重
栄
は
豊
後
、
筑
後
の
国
境
で
あ

る
袋
野
か
ら
地
下
を
迂
回
し
約
2
・
1
キ
ロ
の
隧
道
で
水
を

通
す
と
い
う
工
事
を
久
留
米
藩
に
申
し
入
れ
ま
し
た
。
藩
が

丹に
わ
た
の
も

波
頼
母
重
次
を
赴
か
せ
た
と
こ
ろ
、計
画
は
大
胆
で
緻
密
。

「
寸
分
相
違
な
し
」
と
工
事
は
着
手
さ
れ
ま
し
た
。

一
滴
の
水
も
入
ら
ず

　

し
か
し
、
袋
野
は
断
崖
絶
壁
の
峡
谷
。
重
栄
は
金
山
か
ら

数
十
名
を
雇
い
、
サ
ザ
エ
の
殻
に
菜
種
油
を
入
れ
て
灯
り
に
使

い
前
に
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
一日
わ
ず
か
に
三
尺
（
約
91
セ
ン

チ
）。
川
岸
に
沿
っ
て一
直
線
に
、
蛇
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
横

断
し
て
地
中
深
く
掘
り
進
む
難
工
事
。
と
こ
ろ
が
、
完
成
し

水
門
を
開
い
て
も
、
水
を一
滴
も
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

急
流
に
竿
を
立
て
自
ら
水
底
へ

　

決
意
新
た
に
再
び
工
事
に
挑
み
、
大
木
を
切
っ
て
巨
石
を

運
び
、
井
桁
で
川
底
を
固
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
流
れ

は
急
で
水
深
く
、一
人
も
入
ろ
う
と
す
る
者
も
い
ま
せ
ん
。
こ

の
と
き
重
栄
60
歳
。
自
ら
巨
大
な
竿
を
水
中
に
立
て
、
伝
っ

て
水
底
に
入
り
多
数
の
井
幹
を
据
え
付
け
ま
し
た
。
つい
に
水

が
水
門
へ
と
入
り
、
久
留
米
藩
士
中
村
観
濤
は
「
殆
ど
人

力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
」
と
称
賛
し
た
と
いい
ま
す
。

　

袋
野
隧
道
は
藩
直
轄
だ
っ
た
他
の
堰
と
は
違
い
、
最
後
ま

で
父
子
が
私
財
を
投
じ
た
事
業
で
し
た
。
重
栄
が
亡
く
な
っ

た
の
は
72
歳
。
人
び
と
の
尊
敬
は
深
く
、
袋
野
の
地
に
田た

さ
か榮

神
社
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。「
打
ち
捨
て
る
は
あ
た
か
も

仏
作
り
て
魂
入
れ
ざ
る
に
等
し
く
、
実
に
残
念
の
い
た
り
な
れ

ば
、
家
を
破
り
産
を
傾
く
と
も
な
し
遂
げ
さ
る
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
重
栄
の
言
葉
通
り
、
筑
後
川
の
流
れ
を
湾
曲
さ
せ
る
ほ

ど
の
岩
盤
を
貫
い
た
袋
野
隧
道
。
現
在
夜
明
ダ
ム
に
よ
る
貯

水
の
た
め
取
水
口
以
外
は
水
没
し
て
い
ま
す
が
、
3
年
に一
度
、

隧
道
が
限
定
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
力
の

及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず

袋
野
隧
道
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一
投
一
沈　

恵
利
堰

　

筑
後
四
堰
の
う
ち
、
最
も
下
流
に
あ
る
「
恵
利
堰
」。

　

宝
永
7
年
（
1
7
1
0
）、
鏡
村
（
福
岡
県
久
留
米
市
北

野
町
）の
庄
屋
高
山
六
右
衛
門
は
、
村
人
の
苦
し
み
を
救
う

た
め
、
上
流
の
大
石
・
長
野
堰
の
よ
う
に
筑
後
川
を
堰
き
止

め
水
を
引
こ
う
と
、
28
カ
村
で
久
留
米
藩
に
嘆
願
し
、
許
し

を
得
ま
し
た
。
恵
利
瀬
の
堰
の
北
岸
よ
り
床
島
方
向
に
溝
を

掘
り
導
水
す
る
こ
と
。
床
島
に
水
門
を
設
け
て
取
水
し
、
下

流
30
余
村
の
水
田
を
灌
漑
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

鬼
殺
し
に
堰
を
築
く

　

こ
れ
に
対
し
福
岡
藩
領
の
農
民
か
ら
、「
筑
後
川
を
堰
き

止
め
て
床
島
に
水
門
を
作
れ
ば
、
大
水
の
際
に
周
辺
の
福
岡

藩
領
は
全
て
水
に
沈
む
」と
激
し
い
抗
議
が
あ
り
、
着
手
は

1
年
中
断
。
六
右
衛
門
は
反
対
す
る
福
岡
藩
側
の
大
庄
屋

に
水
門
の
場
所
を
下
流
に
変
更
し
、
溝
岸
に
堤
防
を
築
か
な

い
な
ど
の
譲
歩
を
含
む
、
た
ゆ
ま
ぬ
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。

し
か
し
承
諾
は
得
ら
れ
ず
、「
差
し
支
え
あ
れ
ば
申
し
出

て
ほ
し
い
」と
、
水
利
開
墾
の
術
に
長
じ
た
普
請
奉
行
判
、

草
野
又
六
の
指
揮
の
下
に
正
徳
2
年（
1
7
1
2
）1
月
、

工
事
に
着
手
し
ま
す
。
し
か
し
川
幅
は
広
く
、「
鬼
殺
し
」

と
も
い
わ
れ
た
急
流
に
工
事
は
困
難
を
き
わ
め
ま
し
た
。

　

打
つ
手
な
し
の
又
六
に
母
が
耳
納
連
山
を
指
さ
し
、「
お

ま
え
は
今
、
筑
後
川
を
堰
き
止
め
る
石
が
な
い
と
言
っ
た
。

そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
あ
の
耳
納
の
山
は
す
べ
て
岩
石
で
で

き
て
お
る
。
山
を
削
れ
ば
、
た
か
が
1
7
0
間
の
川
が
何

ほ
ど
の
も
の
ぞ
」
と
言
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
励
ま
し
を
得

て
又
六
は
、ま
ず
は
古
船
数
十
隻
に
大
小
の
石
を
満
載
し
、

こ
れ
を
船
も
ろ
と
も
水
底
に
沈
め
て
堰
の
基
礎
を
つ
く
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
山
か
ら
数
十
万
の
大
石
を
運
び
、
小
石
は

俵
に
つ
め
て
50
万
俵
を
用
意
し
、
正
徳
2
年
2
月
末
日
、

3
5
0
0
人
を
集
め
、
用
意
し
た
石
を
いっせ
い
に
川
底
に

沈
め
ま
し
た
。
一
投
一
沈
に
水
荒
れ
狂
い
、
見
分
し
て
い
た

久
留
米
藩
国
家
老
の
有
馬
壱
岐
は
「
前
代
未
聞
の
見
物

で
あ
る
」
と
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
恵
利
堰
は
不
完
全
な
が
ら
も
完
成
を
み
、
水
が

新
溝
に
入
り
、
村
々
の
水
田
を
潤
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
石
垣
の
漏
水
が
多
く
、
水
路
が
交
差
す
る
佐
田
川
以

西
の
用
水
路
に
流
れ
込
み
ま
せ
ん
。
河
口
に
堰
を
築
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
「
佐
田
堰
」の
工
事
は
、
福
岡
藩
側

の
妨
害
を
避
け
、
夜
中
の
突
貫
工
事
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
恵
利
堰
と
佐
田
堰
の
間
に
流
量
調
節
の
「
床
島

堰
」
と
「
床
島
用
水
」
を
造
り
、
恵
利
堰
、
佐
田
堰
、
床

島
堰
、床
島
用
水
か
ら
な
る「
床
島
堰
渠
」は
、着
工
か
ら
2
ヶ

月
あ
ま
り
た
っ
た
4
月
3
日
に
完
成
。
そ
の
年
に
は
古
田
約

8
0
0
町
歩
、
新
田
約
4
0
0
町
歩
を
潤
し
ま
し
た
。

川
を
挟
ん
だ
藩
の
激
し
い
対
立　

　

し
か
し
、一
応
の
完
成
を
見
た
も
の
の
、 

舟
通
し
が
あ
る
た

め
水
が
無
駄
に
な
り
、
村
の
中
に
は
水
不
足
が
生
じ
る
と
こ
ろ

も
出
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
下
流
の
10
カ
村
か
ら
配
水
の
要

請
も
あ
り
、
藩
は
正
徳
4
年
（
1
7
1
4
）、
恵
利
堰
の
改

修
を
決
定
。
舟
通
し
を
廃
止
し
て
、
石
堰
を
増
築
し
筑
後

川
の
水
を
全
て
用
水
路
に
流
入
さ
せ
る
、
舟
通
し
は
下
流

中
曽
（
中
洲
）を
開
削
し
て
筑
後
川
へ
通
じ
さ
せ
る
と
い
う

も
の
で
し
た
。

　

こ
の
改
修
で
は
、
中
曽
の
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
、
久
留

米
藩
側
と
福
岡
藩
側
が
激
し
く
対
立
。
早
く
か
ら
竹
野

郡
早
田
村
（
現
在
の
久
留
米
市
）の
農
民
が
耕
作
し
て
い

ま
し
た
が
、
福
岡
藩
側
は
様
々
な
形
で
工
事
妨
害
を
始

め
ま
す
。
小
競
り
合
い
の
最
中
、
早
田
村
庄
屋
・
丸
林

善
左
衛
門
が
福
岡
藩
側
に
拉
致
さ
れ
る
事
件
ま
で
お
こ

り
、
詫
び
状
を
決
し
て
書
か
ず
、
そ
の
責
め
が
も
と
で
亡

く
な
る
な
ど
、
両
藩
の
対
立
の
ま
ま
工
事
は
進
め
ら
れ
ま

し
た
。
こ
う
し
て
、
多
く
の
苦
難
の
末
に
完
成
し
た
床
島

堰
渠
に
よ
って
、
現
在
、
床
島
用
水
の
灌
漑
の
恩
恵
は
約

3
0
0
0
ヘク
タ
ー
ルに
及
び
、
草
野
又
六
と
請
願
し
た
庄

屋
と
善
左
衛
門
の
五
庄
屋
は
、
太
刀
洗
町
の
「
大
堰
神

社
」に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
恵
利
堰
は
、
流
出
、
修
復
を
繰
り
返
し
た
後

の
昭
和
40
年（
1
9
6
5
）、
国
の
事
業
に
よ
って
魚
の
通
り

道
の
魚
道
を
備
え
た
可
動
堰
と
し
て
完
成
し
た
姿
で
す
。
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山田堰
川の流れに対し斜めに造られている国内で唯一の堰。南舟通
し、中舟通し、砂利吐きの 3 つの部分からなり、取水量を増
やし、激流と水圧に耐える構造は日本から遠く離れたアフガニ
スタンでもモデルとされ多くの農地に水を供給している
〇 福岡県朝倉市

ア
フ
ガ
ニス
タ
ン
を

緑
に
変
え
た
山
田
堰

65 64
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「
山
田
堰
」
は
筑
後
四
堰
の
中
で
、
唯
一
福
岡
・
黒
田
藩

の
堰
で
す
。

　

寛
文
2
〜
3
年（
1
6
6
2
〜
1
6
6
3
）
に
起
こ
っ
た

大
旱か

ん
ば
つ魃

を
き
っか
け
に
、
寛
文
3
年
（
1
6
6
3
）、
筑
後
川

か
ら
水
を
引
く
工
事
が
開
始
さ
れ
、
翌
年
春
に
は
1
5
0

町
歩
余
り
の
水
田
を
潤
す「
堀
川
用
水
」が
完
成
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
水
田
が
増
え
る
と
そ
の
灌
漑
能
力
は
限
界
に
達
し
、

水
の
足
ら
な
い
村
で
は
年
貢
米
も
納
め
ら
れ
な
い
状
況
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

日
本
で
唯
一の
斜
め
堰

　

下
大
庭
村
（
現
在
の
朝
倉
市
）
庄
屋
古
賀
百
工
は
、
解

決
策
と
し
て
堀
川
用
水
の
拡
張
を
藩
に
願
い
出
て
、
5
年
後

に
「
新
堀
川
用
水
」
は
完
成
し
ま
し
た
。
百
工
は
70
歳
の

時
、
筑
後
川
取
水
口
の
全
面
改
修
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
た

ち
、
筑
後
川
本
流
に
山
田
堰
の
大
改
修
の
計
画
を
立
て
ま

す
。
湿
害
を
被
る
と
し
て
工
事
に
反
対
の
農
民
も
い
る
中
、

百
工
は
日
夜
全
力
を
挙
げ
て
説
得
に
当
た
り
、
つ
い
に
寛
政

2
年
（
1
7
9
0
）に
完
成
し
ま
す
。

　

最
も
水
の
抵
抗
の
強
い
舟
通
し
か
ら
右
岸
の
石
畳
の
設
計

は
、
特
に
百
工
の
苦
心
し
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
2
ヶ
所
の
舟

通
し
の
た
め
に
流
量
が
落
ち
て
し
ま
っ
て
は
井
堰
の
効
果
は
半

減
し
、
そ
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
堰
の
前
壁

を
水
流
に
対
し
斜
め
に
配
置
し
、
筑
後
川
の
激
し
い
水
圧
を

緩
和
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
国
内
で
も
唯
一の
構
造
で
す
。

　

そ
し
て
、
取
水
口
へ
水
流
が
勢
い
よ
く
行
か
な
い
よ
う
、
最

も
水
の
抵
抗
が
強
い
南
舟
通
し
水
路
側
の
石
積
み
が
高
く
、

緩
や
か
な
勾
配
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
石
畳
表
面
の
中
央
に
く

ぼ
み
を
つ
け
、
そ
の
く
ぼ
み
に
余よ

す
い
ば
き

水
吐
（
使
用
水
量
以
上
の
時

に
川
に
戻
す
こ
と
）の
働
き
を
さ
せ
、
堤
体
に
強
い
水
圧
を
加

え
ず
、
し
か
も
取
入
口
に
十
分
な
水
量
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
た
も
の
で
す
。
堰
の
石
畳
は
、
水
量
が
増
加
し
た

際
に
跳
水
を
起
こ
し
、
水
勢
を
弱
め
る
機
能
も
持
って
い
ま
す
。

2
4
0
年
回
り
続
け
る
三
連
水
車

　

工
事
は
遂
に
完
成
し
、
灌
漑
面
積
は
新
堀
川
開
通
直
後

の
3
7
0
町
か
ら
、一
躍
4
8
7
町
余
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

山
田
堰
か
ら
取
水
さ
れ
た
水
は
堀
川
用
水
へ
流
れ
て
い
き

ま
す
。
水
路
の
完
成
で
南
側
一
帯
は
こ
の
用
水
の
恩
恵
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
北
側
の
菱
野
古
毛
周
辺

は
水
路
よ
り
高
い
位
置
に
あ
り
、
こ
の
水
を
何
と
か
利
用
で
き

な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
の
が
揚
水
用
水
車
で
し
た
。
寛
永
元

年
（
1
7
8
9
）に
設
置
さ
れ
、
自
動
回
転
式
の
重
連
水
車
、

菱
野
の
「
三
連
水
車
」、
三
島
の
「
二
連
水
車
」、
久
重
の

「
二
連
水
車
」
の
7
基
が
今
も
農
地
を
潤
し
て
い
ま
す
。

　

朝
倉
の
揚
水
車
群
は
、
6
月
17
日
に
水
神
社
で
「
山
田

堰
通
水
式
」
が
行
わ
れ
、
回
り
始
め
ま
す
。
地
元
の
職
人

に
よ
って
水
車
は
5
年
ご
と
に
造
り
替
え
ら
れ
、
そ
の
技
術
が

今
も
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

濁
流
に
沃
野
夢
見
る
河
童
か
な

　

令
和
元
年
、
ア
フ
ガ
ニス
タ
ン
の
ジ
ャ
ラ
ー
ラ
ー
バ
ー
ド
で
凶

弾
に
倒
れ
た
ペシ
ャ
ワ
ー
ル
会
代
表
の
医
師
、
中
村
哲
さ
ん
が

山
田
堰
を
訪
れ
た
時
に
読
ん
だ
句
で
す
。
中
村
さ
ん
が
ア
フ

ガ
ニス
タ
ン
に
広
め
た
灌
漑
技
術
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
「
山
田
堰
」

の
岸
辺
に
佇
む
碑
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

中
村
さ
ん
は
、
平
成
22
年
、
水
が
あ
れ
ば
多
く
の
病
気
と

帰
還
難
民
問
題
を
解
決
で
き
る
と
山
田
堰
を
モ
デ
ルに
し
て
、

ク
ナ
ー
ル
川
、
ガ
ン
ベ
リ
ー
砂
漠
ま
で
、
総
延
長
25
キ
ロ
を
超

え
る
用
水
路
を
建
設
し
、
約
10
万
人
の
農
民
が
暮
ら
し
て
い

け
る
基
盤
を
つ
く
り
ま
し
た
。
取
水
堰
事
業
に
難
航
し
て
い

た
時
期
に
、
方
法
を
模
索
す
る
中
、
江
戸
時
代
の
頃
の
ま
ま

の
山
田
堰
と
出
会
い
、
そ
の
斜
め
の
構
造
に
ヒ
ン
ト
を
得
、
人

生
の
タ
ー
ニン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
と
生
前
語
って
い
た
そ
う
で

す
。
中
村
さ
ん
の
ニュ
ー
ス
は
、
世
界
中
に
衝
撃
を
与
え
、
堰

や
三
連
水
車
の
技
術
を
語
り
明
か
し
た
筑
後
川
流
域
の
人
び

と
は
、
深
い
、
深
い
悲
し
み
に
暮
れ
ま
し
た
。

　

重
機
も
な
い
時
代
に
筑
後
川
の
流
れ
に
挑
み
、
大
地
に
水

を
引
き
込
ん
だ
技
術
は
、
海
を
渡
り
、
江
戸
時
代
の
よ
う
に

充
分
な
機
械
も
な
い
ア
フ
ガ
ニス
タ
ン
の
荒
野
を
緑
に
変
え
、
人

び
と
の
命
を
救
い
ま
し
た
。

　

4
0
0
年
の
時
を
超
え
、
先
人
た
ち
の
叡
智
は
、
中
村
さ

ん
の
志
と
と
も
に
、
今
も
こ
の
地
に
生
き
続
け
て
い
ま
す
。
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朝倉三連水車と耳納連山
一番大きな水車は高さ4.8メートルあり、水車には松・竹・樫・
杉が使われている。水車が回るのは 6 月中旬から10 月初旬。
お盆の時期には三連水車がライトアップされ幻想的な景色となる
〇 福岡県朝倉市
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やわらかな土木遺産
川原園井堰
第一工科大学工学部 環境エネルギー工学科
准教授　寺村 淳

土
木
遺
産
な

旅
ノ
ー
ト

　

土
木
遺
産
は
、
筑
後
川
の
山
田
堰
が

水
が
集
ま
り
壊
れ
や
す
い
取
水
口
を
、
あ

え
て
硬
い
岩
を
く
り
抜
い
て
つ
く
る
こ
と

で
、
崩
れ
に
く
く
強
化
し
て
い
る
よ
う
に
、

地
域
の
自
然
の
力
や
地
形
を
う
ま
く
活

用
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら

れ
ま
す
。

柴
や
草
を
束
ね
て

つ
く
る
堰

　

例
え
ば
、鹿
児
島
県
鹿
屋
市
串
良
町
、

肝
属
川
水
系
串
良
川
に
は
、
日
本
最
後

の
柴
井
堰
と
言
わ
れ
川
原
園
井
堰
が
あ

り
ま
す
。
柴
井
堰
は
、
柴（
雑
木
の
枝
）

を
束
ね
た
も
の
で
川
を
堰
あ
げ
る
手
法
を

用
い
て
お
り
、
佐
賀
県
城
原
川
の
草
堰
な

ど
と
似
た
構
造
の
堰
で
す
。

　
「
川
原
園
井
堰
」
は
、
寛
文
10
年

（
1
6
7
0
）
に
つ
く
ら
れ
、
時
代
に
合

わ
せ
少
し
ず
つ
形
状
を
変
え
て
き
ま
し
た

が
、
柴
を
束
ね
て
堰
を
つ
く
る
作
業
は
今

も
変
わ
ら
ず
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。　

自
然
に
ま
か
せ

氾
濫
を
お
さ
え
る

　

柴
は
、
堰
の
関
係
者
が
周
辺
の
雑
木

林
か
ら
調
達
し
、
毎
年
3
月
頃
に
柴
の

架
け
替
え
を
行
い
ま
す
。
柴
の
架
け
替
え

は
基
本
的
に
は
年
に一
度
の
作
業
で
す
が
、

大
出
水
時
に
は
柴
が
流
さ
れ
る
こ
と
で
氾

濫
を
抑
制
す
る
こ
と
か
ら
、
大
出
水
の
後

に
架
け
替
え
を
行
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で

す
。
雑
木
林
か
ら
の
柴
の
調
達
は
雑
木

林
の
樹
木
の
萌
芽
更
新
を
促
し
、
豊
か

な
雑
木
林
の
生
態
系
を
維
持
す
る
こ
と
に

つ
な
がって
い
ま
す
。

　

堰
は
堰
だ
け
で
完
結
す
る
土
木
遺
産

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
堰
で
取
水
さ
れ
た

水
は
下
流
の
平
野
部
の
多
く
の
水
田
に

水
を
供
給
し
田
園
景
観
を
作
り
上
げ
て

い
ま
す
。
石
で
つ
く
ら
れ
た
堰
は
、
周

辺
で
溶
結
凝
灰
岩
や
砂
岩
等
の
使
い
や

す
い
石
が
確
保
で
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
ま
す
。

　

旅
の
中
で
ふ
と
土
木
遺
産
を
見
つ
け

た
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
ま
わ
り
を
見
渡
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。
長
い
時
の
中
で
、
そ
の

土
木
遺
産
が
そ
こ
に
で
き
た
理
由
、
地

域
や
自
然
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
て
く
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

上／江戸時代につくられた柴井堰は、少しずつその形を変えながら
　　柴を集めて堰をつくる基本形を 350年続けている
右／柴を束ね、柴を掛け、ゴザを敷き詰めると堰が完成する
　　慣れた手つきで穏やかに速やかに作業が続く
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水
が
つ
く
っ
た

白
壁
の
街
並
み

　

う
き
は
市
の
吉
井
町
を
歩
く
と
、
堰
か
ら
引

き
込
ん
だ
水
が
流
れ
る
人
工
の
川
、
新
川
の
流

れ
と
水
車
跡
に
出
会
い
ま
す
。
有
馬
藩
の
城
下

町
久
留
米
と
、
天
領
日
田
を
結
ぶ
豊
後
街
道

の
中
央
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
宿
場
町
と

し
て
大
い
に
栄
え
た
吉
井
町
。
堰
で
引
か
れ
た

水
は
農
地
を
潤
す
だ
け
で
な
く
、
水
車
で
実
っ

た
米
を
突
き
、
麦
を
挽
い
て
加
工
す
る
動
力
と

な
り
ま
し
た
。
素そ

う
め
ん麺

や
櫨は

ぜ
ろ
う蝋

な
ど
の
加
工
業
が

営
ま
れ
、
街
道
は
人
と
も
の
で
賑
わ
い
、
吉
井

の
町
に
富
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

今
に
残
る
白
壁
土
蔵
づ
く
り
の
家
々
は
、

「
吉よ

し
い
が
ね

井
銀
」
と
称
さ
れ
た
金
融
活
動
と
土
地
で

資
力
を
蓄
え
た
商
人
た
ち
が
作
り
あ
げ
た
も
の

で
す
。
国
道
2
1
0
号
の
旧
豊
後
街
道
筋
に

百
数
十
軒
の
見
事
な
白
壁
の
街
並
み
を
清
流

と
と
も
に
残
し
て
い
ま
す
。

筑後吉井の白壁の街並み
吉井町は寛延元年（1748）、宝暦 5 年（1755）、明治 2 年

（1869）と三度の大火にみまわれた。その経験から家を土蔵
作りにして防火につとめ、巨瀬川と並行する3 つの災除川、
南新川、美津留川が相互につながる水路を作り、防火用水
を確保した。明治 36 年（1903）より30 年間、筑後軌道の
蒸気機関車が走っていた道
〇 福岡県うきは市
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筑
後
川
下
流
の
福
岡
県
大
川
市
・
柳
川
市
、
佐
賀
県
佐
賀
市
に
ま
た
が
る
「
若
津
港

導
流
堤
」。
干
満
差
6
メ
ー
ト
ル
の
有
明
海
に
流
れ
込
む
河
口
は
、
上
げ
潮
で
土
砂
が
た

ま
り
や
す
く
、
明
治
20
年
（
1
8
8
7
）か
ら
始
ま
っ
た
筑
後
川
第
一
期
改
修
工
事
で
つ
く

ら
れ
ま
し
た
。
明
治
政
府
が
招
聘
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
土
木
技
師
、
ヨハ
ネ
ス
・
デ
・
レ
ー
ケ
が

総
合
監
修
を
行
い
、
川
の
流
れ
を
速
め
、
堆
積
す
る
土
砂
を
遠
浅
の
河
口
に
押
し
流
す
仕

組
み
で
、
通
称
「
デ
・
レ
ー
ケ
導
流
堤
」
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
完
成
に
よ
っ
て
若
津
港
は
、
大
型
蒸
気
船
の
航
行
が
可
能
と
な
り
、
明
治
29
年

（
1
8
9
6
）の
若
津
港
の
積
み
出
し
金
額
は
博
多
港
の
倍
以
上
と
な
る
ほ
ど
。
若
津
と

諸
富
港
を
あ
わ
せ
「
大
川
口
」
と
呼
ば
れ
、
大
阪
、
長
崎
と
結
ぶ
一
大
流
通
拠
点
と
な
り

ま
し
た
。

　

デ
・
レ
ー
ケ
は
「
粗そ

だ
ち
ん
し
ょ
う

朶
沈
床
」
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
の
伝
統
的
工
法
を
用
い
ま
し
た
。

　

粗
朶
と
は
堅
く
強
い
木
の
枝
の
こ
と
で
、
格
子
状
に
組
み
上
げ
た
上
に
石
を
積
ん
で
、

川
底
に
沈
め
ま
す
。
材
料
は
、
長
崎
の
小
長
井
か
ら
石
材
と
一
緒
に
粗
朶
を
帆
船
で
運
搬

し
ま
し
た
。
腐
食
し
に
く
く
、
軟
弱
な
地
盤
で
も
荷
重
を
広
く
分
散
す
る
た
め
安
定
し
、

し
か
も
生
物
が
棲
み
や
す
く
な
り
ま
す
。
実
は
、
粗
朶
沈
床
は
、
九
州
の
干
拓
な
ど
で
江

戸
時
代
か
ら
み
ら
れ
る
工
法
で
、
欧
州
と
日
本
の
伝
統
技
術
の
一
致
と
、
そ
の
交
流
を
物

語
り
ま
す
。

　
1
4
0
年
ず
っ
と
、
自
然
の
力
だ
け
で
水
深
を
維
持
す
る
導
流
堤
。
潮
が
引
き
始
め
る

と
、
6･

5
キ
ロに
も
お
よ
ぶ
姿
を
、
ま
る
で
生
き
物
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
現
わ
し
ま
す
。

若津港導流堤（デ・レーケ導流堤）
ヨハネス・デ・レーケ（1842-1913）は、明治 6 年

（1873）、明治政府の内務省土木局に招聘され、
淀川や木曽川、大阪港などの改修に関わった。
氾濫を繰り返す河川を治めるため、放水路や分流
の工事を行うだけでなく、水源山地における治水
工事を体系づけた。河川改修や砂防工事の基礎
を築いたことから「近代砂防の祖」、「治水の恩人」
と称される
〇 福岡県大川市、柳川市、佐賀県佐賀市

伝
統
の
粗
朶
沈
床

デ
・
レ
ー
ケ
導
流
堤
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昭和28年6月26日の水分村。翌
日、水が引くにつれ現れたのは泥
土に埋まった荒野だったという

大石堰の復旧作業（昭和28年）
写真／『浮羽郡水害誌』

語
り
継
が
れ
る

28
水
害

通
水
で
き
な
け
れ
ば
全
滅

　

現
在
の
大
石
堰
は
、
昭
和
28
年
（
1
9
5
3
）に
お
き
た
筑

後
川
の
歴
史
に
残
る
大
水
害
、「
28
水
害
」の
復
旧
工
事
で
、

昭
和
31
年
（
1
9
5
6
）3
月
に
完
成
し
た
姿
で
す
。

　

延
宝
2
年
（
1
6
7
4
）の
大
石
堰
の
完
成
か
ら
2
7
9
年

後
の
昭
和
28
年
6
月
、
ち
ょ
う
ど
麦
や
菜
種
の
収
穫
の
頃
で
し

た
。
6
月
26
日
、
前
日
か
ら
の
豪
雨
は
降
り
止
ま
ず
、
筑
後
川

の
恵
蘇
宿
付
近
か
ら
次
々
に
堤
防
が
決
壊
。
流
域
は
濁
流
に
呑

ま
れ
、
十
数
分
で
軒
先
を
超
え
る
水
位
に
為
す
術
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
水
害
で
大
石
堰
、
大
石
水
門
、
長
野
水
門
は

ほ
ぼ
跡
形
も
な
く
流
出
。
水
路
も
ズ
タ
ズ
タ
に
切
断
さ
れ
、
田

植
え
の
時
期
だ
と
い
う
の
に
、一
滴
の
水
も
送
水
で
き
な
く
な
り
、

用
水
路
を
管
理
す
る
大
石
堰
土
地
改
良
区
は
緊
急
復
興
を
決

意
し
ま
す
。
筑
後
川
の
鎮
ま
る
の
を
待
ち
、7
月
6
日
、水
門
、

水
路
の
復
旧
工
事
は
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

照
り
つ
け
る
太
陽
に
ひ
び
割
れ
て
い
く
水
田
に
、
関
係
農
家

4
千
数
百
戸
、
2
万
人
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。「
7
月
15
日

ま
で
に
通
水
し
な
け
れ
ば
、
2
3
0
0
町
歩
の
稲
が
枯
れ
て
し

ま
う
」
と
、
各
町
村
で
は
、
毎
日
午
前
6
時
半
か
ら
老
若
男

女
が
ショベル
や
ツ
ルハシ
を
手
に
大
石
に
、
長
野
に
と
出
か
け
て
い

き
ま
し
た
。

先
人
の
叡
智
を
知
っ
た
復
興

　

郡
青
年
団
連
絡
協
議
会
で
は
、
6
0
0
0
名
の
若
者
が
水

害
復
興
青
年
隊
を
組
織
し
、
高
校
生
、
中
学
生
も
土
砂
を
運

び
、
岩
を
取
り
除
き
、
あ
る
時
は
胸
ま
で
筑
後
川
の
濁
流
に
つ

か
り
な
が
ら
8
日
間
の
突
貫
工
事
を
や
り
遂
げ
ま
し
た
。
13
日

に
長
野
水
道
が一
足
先
に
通
水
し
、
五
庄
屋
を
祀
る
長
野
水
神

社
の
「
開
門
の
式
典
」
で
人
び
と
が
見
守
る
中
、
ギ
ィ
ギ
ィ
ー
と

水
門
は
開
か
れ
、
吉
井
町
（
現
在
の
う
き
は
市
）
か
ら
水
分
村

（
現
在
の
久
留
米
市
）ま
で
の
水
田
が
生
き
返
っ
た
の
で
す
。

　

15
日
、
応
急
修
理
も
完
成
し
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
緊
急
堤

防
の
砂
俵
は
2
万
3
4
0
0
俵
に
も
及
び
ま
し
た
。人
び
と
は
、

そ
の
時
の
気
持
ち
を
「
堰
を
つ
く
っ
た
五
庄
屋
と
農
民
と
同
じ
。

先
人
の
工
事
技
術
の
偉
大
さ
を
改
め
て
知
っ
た
」
と
語
り
継
い

で
い
ま
す
。
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明
治
35
年（
1
9
0
2
）、浮
羽
郡
の
資
産
家
が
中
心
と
な
っ
て「
吉

井
馬
車
鉄
道
会
社
」
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
明
治
36
年
（
1
9
0
3
）

に
は
、
現
在
の
国
道
2
1
0
号
に
敷
い
た
軌
道
の
上
を
、
馬
が
客
車

を
引
い
て
走
り
ま
し
た
。
馬
は
や
が
て
石
油
発
動
機
へ
と
代
わ
り
明
治

40
年
（
1
9
0
7
）に
は
「
筑
後
軌
道
」
と
名
を
改
め
て
日
田
へ
と
線

路
を
延
長
し
続
け
、
44
年
に
は
蒸
気
機
関
車
と
な
り
ま
す
。

　

大
正
元
年
（
1
9
1
2
）、
将
来
的
に
電
気
軌
道
と
す
る
こ
と
が

決
ま
り
、そ
の
電
力
確
保
の
た
め
に
、浮
羽
水
力
電
気
株
式
会
社
（
後

の
九
州
電
力
田
主
丸
営
業
所
）
が
誕
生
。
筑
後
軌
道
は
、
昭
和
3

年（
1
9
2
8
）の
鉄
道
省
に
よ
る
久
大
本
線
敷
設
に
よ
っ
て
幕
を
下

ろ
す
ま
で
、
馬
か
ら
石
炭
、
電
気
の
時
代
を
駆
け
抜
け
ま
し
た
。

水
力
発
電
の
時
代
へ

　

九
州
の
電
力
事
業
は
明
治
24
年
（
1
8
9
1
）の
熊
本
電
灯
に
始

ま
り
広
が
り
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
石
炭
に
よ
る
火
力
発
電
で
し
た
。

日
露
戦
争
に
よ
っ
て
長
距
離
の
送
電
技
術
が
確
立
す
る
と
、
筑
後
川

は
注
目
さ
れ
、
明
治
44
年
（
1
9
1
1
）、
福
岡
市
に
九
州
水
力
電

気
株
式
会
社
（
戦
時
下
の
配
電
統
制
令
に
よ
り
九
州
電
力
の
前
身

石
炭
か
ら
電
気
へ

水
運
か
ら
陸
運
へ

九
州
配
電
に
統
合
）
が
設
立
さ
れ
、
福
岡
県
北
部
の
北
九
州
工
業

地
帯
と
筑
豊
炭
田
への
電
力
供
給
を
担
う
九
州
最
大
の
電
力
会
社
へ

と
成
長
し
て
い
き
ま
し
た
。
建
設
し
た
発
電
所
は
、
女お

な
ご
は
た

子
畑
発
電
所

（
大
分
県
日
田
市
）
を
は
じ
め
20
か
所
以
上
に
及
び
ま
し
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
拡
大
す
る
電
力
需
要
を
見
越
し
て
計
画

さ
れ
た
の
が
「
夜
明
ダ
ム
」で
す
。
28
水
害
の
時
に
は
建
設
途
中
で
、

8
門
の
ゲ
ー
ト
で
完
全
に
作
動
で
き
た
の
は
3
門
、
残
り
は
未
完
成

で
貯
水
量
の
コン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
り
、
両
岸
は
70
メ
ー
ト

ルに
渡
って
決
壊
。
自
然
の
驚
異
を
目
の
当
た
り
に
し
、
補
修
工
事
を

経
て
完
成
し
た
の
は
翌
年
の
こ
と
。
そ
し
て
、こ
の
夜
明
ダ
ム
に
よ
って
、

日
田
杉
を
下
流
の
大
川
ま
で
運
ぶ
筏
流
し
も
姿
を
消
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
川
を
舞
台
と
し
た
水
運
か
ら
道
路
、
鉄
道
の
陸
路
へ
の

転
換
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
し
た
。

日田の三隈川に集まる
筏流し（大正時代）
写真／個人蔵

筑後軌道。久留米市千本松営業所にて（大正末期）
夜明ダムと蛇行する筑後川
〇大分県日田市
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治
水
の
神
様 

成
富
兵
庫
と

出
会
う
石
井
樋

　

佐
賀
市
大
和
町
の
嘉
瀬
川
と
多
布
施
川
の
分
流
点
に
あ
る
「
石い

し
い
び

井
樋
」
と
は
、
治
水
の
神
様

と
い
わ
れ
た
成な

り
ど
み
ひ
ょ
う
ご
し
げ
や
す

富
兵
庫
茂
安
の
指
導
に
よ
り
、
元
和
年
間
（
1
6
1
5
〜
1
6
2
4
）
に
造
ら

れ
た
日
本
最
古
の
取
水
施
設
で
す
。
上
流
に
北
山
ダ
ム
と
川
上
頭
首
工
が
完
成
し
た
の
を
機
に
、

一
時
使
わ
れ
な
く
な
り
土
砂
に
埋
没
し
て
い
ま
し
た
が
、
古
い
石
積
み
を
発
掘
し
、
穴あ

の
う
づ
み

太
積
、
は
し

ご
胴ど

う
ぎ木

、粗そ
だ
ち
ん
し
ょ
う
＊

朶
沈
床
な
ど
の
伝
統
技
法
で
、12
年
の
歳
月
を
か
け
平
成
17
年
に
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

　

佐
賀
平
野
に
は
嘉
瀬
川
が
流
れ
、
分
岐
す
る
多
布
施
川
を
通
し
て
佐
賀
城
下
に
水
を
運
ん
で

い
ま
し
た
が
、
大
水
で
た
び
た
び
井
堰
が
壊
さ
れ
農
民
た
ち
は
水
不
足
に
苦
し
み
ま
し
た
。
そ
こ

で
茂
安
は
、「
嘉
瀬
川
の
水
を
大
井
手
堰
で
止
め
、『
象
の
鼻
』、『
天
狗
の
鼻
』
と
呼
ば
れ
る
突

堤
で
水
の
流
れ
を
ゆ
る
や
か
に
し
、土
砂
を
沈
ま
せ
き
れ
い
な
水
だ
け
を
多
布
施
川
に
取
り
入
れ
る
」

と
い
う
仕
組
み
を
考
え
、
農
民
と
と
も
に
建
築
し
ま
し
た
。
ま
た
、
石
井
樋
付
近
の
堤
防
は
二
重

に
な
って
い
て
、
そ
の
間
に
遊
水
地
が
あ
り
、
1
番
目
の
堤
防
を
あ
ふ
れ
た
水
が
2
番
目
の
堤
防
に

た
ど
り
つ
く
ま
で
に
洪
水
の
勢
い
を
弱
め
る
治
水
の
働
き
も
持
って
い
ま
す
。

　

4
0
0
年
前
の
土
木
遺
産
の
石
井
樋
を
見
な
が
ら
、
当
時
の
利
水
と
治
水
の
土
木
技
術
の
粋

と
叡
智
を
「
さ
が
水
も
の
が
た
り
館
」
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

大井手堰

象の鼻

天狗の鼻

嘉瀬川

二の井手堰

成富兵庫茂安は永禄 3 年（1560）、肥前国（現在の佐賀県）佐賀益田に生まれ、
佐賀藩主鍋島直茂、勝茂父子二代に仕えた。直茂より「茂」の一字を授
かるほどの信頼を得、治水や干拓に力を注いだ。石積みをはじめとする
築城技術にも精通し、治水・利水の技術にも生かされている

＊ 
穴太積／滋賀県の大津市にある穴太の石工集団が積んだ石垣。織田信長
の安土城築城で全国に広まった自然石を積み上げた野面積みのこと
はしご胴木／湿地などに石積みを行う際の沈下を抑えるためのはしご状
の土台。佐賀城築城でも使われている
粗朶沈床／川底の砂の吸出による石積み等の崩壊を防ぐため、弾性のあ
る樹木の枝を束ね、石を重しとして沈め川底に配する伝統的な河川技術

さが水ものがたり館

石井樋

多布施川

野越

81



83 82

　

勇
猛
果
敢
な
武
将
だ
っ
た
成
富
兵
庫
は
、
熊
本
城
、
江

戸
城
な
ど
の
城
づ
く
り
に
関
わ
り
、
優
れ
た
築
城
の
技
術
で

諸
藩
の
大
名
か
ら
任
官
の
誘
い
が
あ
る
ほ
ど
で
し
た
。
そ
の
中

に
は
、
肥
後
藩
の
加
藤
清
正
も
い
て
、
親
交
深
く
、
土
木
の

技
術
を
高
め
合
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

初
代
藩
主
と
な
っ
た
鍋
島
勝
茂
に
、「
こ
れ
か
ら
は
国
土

治
水
を
は
か
り
、
禄
高
を
上
げ
る
必
要
あ
り
」
と
進
言
。
行
っ

た
事
業
は
、
井
樋
、
溜
池
な
ど
1
0
0
数
カ
所
。
工
事
前

に
は
模
型
を
作
っ
て
緻
密
な
実
験
を
し
た
と
言
わ
れ
、
工
事

に
当
た
ら
せ
る
農
民
に
農
繁
期
に
は
作
業
を
さ
せ
な
い
な
ど
、

そ
の
気
遣
い
で
領
民
か
ら
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

　

白
石
平
野
を
蛇
行
し
な
が
ら
有
明
海
に
注
ぐ
六
角
川
下

流
域
で
手
掛
け
た
「
羽
佐
間
水
道
」、｢

大
日
堰｣

な
ど
は

利
水
を
目
的
と
し
つつ
、
み
な
治
水
が
前
提
と
な
って
い
ま
す
。

干
拓
事
業
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
低
平
地
は
長
崎
街
道
が
沿

岸
を
通
り
、
江
戸
時
代
は
水
運
で
も
栄
え
ま
し
た
。
淡
水

と
海
水
が
混
在
す
る
汽
水
域
が
河
口
か
ら
約
29
キ
ロ
付
近
ま

で
入
り
込
む
至
難
の
地
で
あ
り
な
が
ら
も
、
日
本
屈
指
の
米

処
で
知
ら
れ
る
佐
賀
平
野
の
水
田
を
見
る
と
、
兵
庫
の
土
木

工
事
が
、
治
水
、
利
水
、
潮
、
排
水
を
考
え
、
平
野
全
体

で
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
り
ま
す
。

藩
境
の
水
を
引
く
蛤
水
道

　

見
事
な
利
水
・
治
水
事
業
に
よ
って
藩
内
の
水
争
い
は
な

か
っ
た
一
方
、
成
富
兵
庫
は
、
元
和
年
間
（
1
6
1
5
〜

1
6
2
4
）、
標
高
8
6
3
メ
ー
ト
ル
の
蛤

は
ま
ぐ
り

岳
に
溜
池
を
つ

く
り
、
平
野
に
至
る
1
2
6
0
メ
ー
ト
ル
も
の
「
蛤
水
道
」

を
つ
く
り
ま
す
。
藩
境
に
あ
る
蛤
岳
か
ら
の
水
は
、
も
と
も

と
福
岡
藩
側
の
大
野
川
に
流
れ
て
い
ま
す
が
、
鍋
島
藩
側
の

田
手
川
流
域
は
深
刻
な
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

す
。
蛤
水
道
に
よ
って
大
野
川
が
枯
れ
、
溜
池
を
壊
そ
う
と

し
て
果
た
せ
ず
滝
壺
に
身
を
投
げ
た
、
お
万
と
い
う
女
性
と

乳
飲
み
子
の
悲
し
い
伝
説
も
残
り
ま
す
。
そ
の
後
は
水
争
い

を
避
け
る
た
め
、取
り
過
ぎ
な
い
よ
う
水
路
の
4
カ
所
に
「
野

越
」
を
つ
く
り
、
大
野
川
に
戻
す
仕
組
み
が
造
ら
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
27
年
（
1
9
5
2
）の
改
修
で
コン
ク
リ
ー
ト
と
な
り

ま
し
た
が
、
九
州
自
然
歩
道
の
名
所
と
な
って
い
ま
す
。

蛤水道
蛤水道の水路さらえには、お万の霊が必
ず雨を降らせたり曇らせたりし、作業を
妨げるという言い伝えがある
〇 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
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六角川
現在、内水氾濫を防ぐため、水位
があがると流れを邪魔していたヨ
シを生やさないよう河川敷にプー
ル整備が進んでいる
〇 佐賀県武雄市
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土木と
自然環境の共存
株式会社 建設技術研究所　
和泉 大作

土
木
遺
産
な

旅
ノ
ー
ト

　

土
木
構
造
物
が
出
来
る
と
き
は
、
自

然
環
境
に
大
な
り
小
な
り
影
響
が
生
じ

ま
す
。
土
木
事
業
＝
環
境
破
壊
と
言
う

人
も
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
自
然
環
境
へ

影
響
を
少
な
く
す
る
た
め
昔
か
ら
様
々
な

配
慮
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

福
岡
県
の
「
遠
賀
川
河
口
堰
」
は
、

北
九
州
な
ど
に
取
水
す
る
た
め
の
土
木

遺
産
で
す
。
遠
賀
川
は
サ
ケ
が
遡
上
す
る

最
南
端
の
河
川
で
、
ア
ユ
や
ウ
ナ
ギ
も
上

り
ま
す
。

　

従
前
は
約
50
メ
ー
ト
ル
の
コン
ク
リ
ー
ト

の
魚
道
が
あ
り
ま
し
た
が
、
海
水
か
ら
淡

水
に
急
に
環
境
が
変
わ
る
の
で
魚
類
な
ど

に
と
っ
て
は
厳
し
い
状
況
で
し
た
。
そ
の

魚
道
を
4
0
0
メ
ー
ト
ル
の
ゆ
る
や
か
な

川
に
つ
く
り
替
え
る
こ
と
に
よ
り
魚
道
の

中
で
産
卵
し
、
多
く
の
魚
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

昔
の
川
の
よ
う
に

　
「
ア
ザ
メ
の
瀬
」
は
佐
賀
県
唐
津
市
の

松
浦
川
の
中
流
に
あ
る
、広
さ
6
ヘク
タ
ー

ル
の
日
本
初
の
自
然
再
生
事
業
の
場
所

で
す
。
こ
こ
は
過
去
か
ら
年
に
1
回
程
度

氾
濫
す
る
水
田
が
広
が
る
場
所
で
し
た
。

で
す
の
で
川
を
広
げ
て
堤
防
を
作
ろ
う
と

し
ま
し
た
が
、
残
る
水
田
が
わ
ず
か
に
な

る
た
め
地
元
と
の
話
し
合
い
に
よ
り
全
て

氾
濫
を
受
け
入
れ
る
川
幅
と
し
、
昔
の

川
の
よ
う
に
池
や
沼
が
あ
る
自
然
を
再
生

す
る
場
所
に
し
ま
し
た
。

命
の
ゆ
り
か
ごへ

　

整
備
後
は
、
コ
イ
・
フ
ナ
・
ド
ジ
ョ
ウ
・

ナ
マ
ズ
な
ど
水
田
や
川
で
捕
る
こ
と
が
で

き
た
生
物
の
生
息
・
生
育
で
き
る
環
境

を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

洪
水
時
に
は
魚
が
逃
げ
込
ん
で
産
卵
も
す

る
な
ど
現
在
も
豊
か
な
環
境
へ
と
変
化
し

て
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
自
然
観

察
を
行
っ
た
り
、
古
代
米
の
田
植
え
体
験

を
し
た
り
す
る
な
ど
地
域
に
愛
さ
れ
る
場

所
と
な
って
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
の
よ
う
に
人
間
の
都
合

で
の
自
然
の
改
変
は
必
要
最
小
限
に
と

ど
め
て
、
改
変
す
る
場
合
に
は
自
然
を

復
元
し
た
り
創
出
す
る
努
力
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
人
間
と
自
然

と
調
和
し
た
社
会
づ
く
り
に
な
る
の
で
す
。

こ
れ
を
昔
の
人
も
知
っ
て
お
り
、
土
木
構

造
物
を
つ
く
る
時
は
自
然
環
境
への
配
慮

が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

浅瀬や池など多様な自然環境が蘇ったアザメの瀬

遠賀川河口堰の魚道完成後は
多くの魚が行き来し子どもたちの遊び場に
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起
伏
を
克
服
す
る

明
正
井
路

　
「
井
路
」
と
は
、
灌
漑
水
路
の
こ
と
。

そ
の
名
が
、
計
画
及
び
工
事
が
明
治
か
ら

大
正
に
わ
た
って
行
わ
れ
た
こ
と
に
由
来
す

る「
明
正
井
路
」
は
、
大
分
県
竹
田
市
の

緒
方
川
と
神
原
川
、
大
野
川
の
3
つ
の
川

か
ら
取
水
し
、
豊
後
大
野
市
に
至
る
約

7
1
7
ヘク
タ
ー
ルに
わ
た
る
農
地
を
潤
し

て
い
ま
す
。
総
延
長
1
7
5
キ
ロ
、
灌
漑

面
積
2
3
2
3
ヘ
ク
タ
ー
ル
。
起
伏
が
激

し
く
阿
蘇
山
の
火
山
活
動
で
で
き
た
溶

結
凝
灰
岩
の
地
形
が
広
が
る
中
、
17
基
も

の
水
路
橋
を
つ
く
っ
た
大
規
模
な
灌
漑
施

設
で
す
。

　

江
戸
末
期
、
豊
後
岡
藩
藩
主
の
命

で
、
す
で
に
構
想
が
あ
り
ま
し
た
が
、
資

明正井路 1 号幹線第一拱石橋（だいいちこうせっきょう）と流れる水
〇 大分県竹田市

金
難
の
た
め
実
施
で
き
ず
、
明
治
に
入
る

と
日
清
戦
争
に
よ
り
計
画
は
中
止
。
大

分
県
か
ら
設
計
技
師
矢
嶋
義
一が
派
遣
さ

れ
、
よ
う
や
く
着
工
し
た
の
は
大
正
6
年

（
1
9
1
7
）の
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
第

一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
資
材
費
の
高
騰
な

ど
で
予
算
は
倍
に
も
膨
れ
上
が
り
、
再
び

の
資
金
難
に
よ
る
中
断
に
も
追
い
込
ま
れ

な
が
ら
、
苦
難
を
乗
り
越
え
て
大
正
13
年

（
1
9
2
4
）、
約
7
年
も
の
歳
月
を
経
て

完
成
し
ま
し
た
。
橋
脚
の
石
版
に
は
、
設

計
者
矢
嶋
義
一
、
石
工
平
林
松
造 

他
八

名
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
大
分
県
道
8
号

を
堂
々
と
跨
ぐ
高
さ
約
78
メ
ー
ト
ル
の
6

連
ア
ー
チ
橋
。

　

南
仏
プ
ロ
ヴ
ァ
ンス
と
竹
田
市
が
舞
台
と

な
っ
た
、
松
本
清
張
の
『
詩
城
の
旅
び
と
』

で
「
ロ
ー
マ
の
遺
跡
を
思
わ
せ
る
」
と
い
わ

れ
た
風
格
の
土
木
遺
産
で
す
。
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枡と枡の間が約１９５ｍで、川底と枡の標高差が約３２もあります。大正時代には、これだけの標高差と距離があると、橋の建築は
不可能だったので、サイフォン構造で対岸に水を送ることにしたのでしょう。

明正井路 1 号幹線第二拱石橋
上／大正 8 年（1919）に完成した明正井路 1 号幹線第二拱石橋
左／第二拱石橋の工事風景。川底と枡の標高差が約32メートル、
桝と桝の間が195 メートルもあるため、全国的にも珍しい鉄管
逆サイフォン構造となった 　
写真／個人蔵
〇 大分県豊後大野市
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ひ
と
つ
の
も
の
を
等
分
す
る
難
し
さ
を
、
誰
し
も
味
わっ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
し
て
滔
々
と
流
れ
る
水
を
公
平
に
分
け
る
と
は
。
こ
の
難
題
に
先
人
た
ち
は
挑
ん
で
き

ま
し
た
。
壮
絶
な
水
争
い
を
避
け
る
た
め
に
。

　

大
分
県
竹
田
市
の
百
木
集
落
に
水
を
引
く
計
画
は
、
元
禄
6
年
（
1
6
9
3
）
に
発
案
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
22
年
後
に
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
開
削
は
、
豪
雨
災
害
で
頓
挫
し
、
工
事
責

任
者
の
引
責
切
腹
と
い
う
悲
劇
を
招
き
ま
す
。
明
治
に
は
いって
そ
の
意
志
を
継
い
で
、
導
水

路
が
完
成
す
る
や
い
な
や
、
配
水
量
を
巡
って
争
い
が
絶
え
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
水
を
公
平
に
配
分
す
る
た
め
に
、
昭
和
6
年
（
1
9
3
1
）、「
音
無
井
路
十
二
号

分
水
」
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
2
キ
ロメ
ー
ト
ル
の
井
路
を
通
って
き
た
水
は
サ
イ
フ
ォ
ン
の
原
理
で

円
形
水
槽
の
中
央
か
ら
勢
い
よ
く
湧
き
出
ま
す
。
こ
れ
を
20
ヶ
所
あ
る
分
水
窓
か
ら
決
め
ら
れ

た
割
合
で
3
つ
の
幹
線
用
水
路
に
落
と
す
こ
と
で
、
水
は
見
事
に
公
平
に
分
配
さ
れ
、
争
い
に

終
止
符
が
打
た
れ
ま
し
た
。
水
量
に
よ
って
も
分
配
量
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

熊
本
県
の
通
潤
橋
の
約
6
キ
ロ
上
流
、
笹
原
川
の
水
を
野
尻
・
笹
原
地
区
と
白
糸
台
地

に
送
る
「
円
形
分
水
」
は
、
昭
和
31
年
（
1
9
5
6
）に
造
ら
れ
ま
し
た
。
内
円
筒
と
外
円

筒
か
ら
で
き
て
お
り
、
内
円
筒
の
直
径
は
6
・
3
メ
ー
ト
ル
。
底
の
中
心
に
あ
る
1
・
5
メ
ー
ト

ル
の
水
の
湧
き
出
し
口
か
ら
は
、
す
ぐ
傍
を
流
れ
る
笹
原
川
か
ら
取
水
し
た
水
が
毎
分
約
1
・

2
ト
ン
湧
き
出
し
て
い
ま
す
。
湧
き
出
し
た
水
は
内
円
筒
か
ら
あ
ふ
れ
、白
糸
台
地
と　

野
尻
・

笹
原
地
区
の
耕
作
面
積
に
応
じ
た
外
周
比
率
7
対
3
で
仕
切
ら
れ
た
内
円
筒
と
外
円
筒
の

間
の
水
槽
に
た
ま
り
、
両
地
区
の
水
路
に
公
平
に
流
れ
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。

音無井路十二号分水
〇 大分県竹田市水

争
い
を
鎮
め
る

円
形
分
水

円形分水
〇 熊本県上益城郡山都町
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白水堰堤
昭和 13 年（1938）竣工の、コンクリート造及び石造
越流式重力ダム。阿蘇山周辺の火山性地質で地盤が
脆弱なことから、落水の衝撃による崩壊を避けるた
め、右岸側は湾曲面状、左岸側は雛壇状の流水路と
し、水流が強まると左右の流路からの水流が中央部
の水流を弱めるようになっている。類い稀な流水美
で人びとを魅了している
〇大分県竹田市
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水
を
た
ど
る
と

そ
こ
に
土
木
遺
産

　

山
の
源
流
か
ら
川
は
流
れ
、
や
が
て
海
へ
と
注
い
で
い
ま
す
。
鳥
の
目
で

地
図
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
水
は
、
ど
こ
ま
で
も
繋
がって
い
ま
す
。

　

目
の
前
に
あ
る
美
し
い
田
ん
ぼ
や
畑
は
、
そ
の
水
が
な
け
れ
ば
ど
う
な
る

で
し
ょ
う
。
土
地
の
高
低
差
で
、
そ
の
水
を
使
え
な
かっ
た
先
人
た
ち
は
、

思
い
も
寄
ら
ぬ
発
想
と
、
技
術
の
粋
で
、
4
0
0
年
と
い
う
昔
か
ら
、
水

を
大
地
へ
と
引
き
込
ん
で
、
争
いつつ
も
新
た
な
技
術
に
挑
み
、
水
を
分
け

て
き
ま
し
た
。
幾
度
も
大
水
で
傷
み
な
が
ら
も
修
復
さ
れ
、
そ
の
度
、
重

機
も
な
い
時
代
の
先
人
の
土
木
技
術
の
確
か
さ
が
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
も
現
役
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
土
木
遺
産
を
旅
し
て
「
必
要
だ
っ
た

訳
」
を
知
る
と
、
そ
こ
に
は
た
く
さ
ん
の
物
語
が
あ
り
日
々
食
べ
て
い
る
お
米

や
野
菜
と
いっ
た
農
産
物
へ
と
思
い
至
り
ま
す
。
暮
ら
し
て
い
る
ま
ち
に
は
、

ど
ん
な
川
や
水
路
が
流
れ
て
い
ま
す
か
？ 

そ
れ
は
ど
こ
か
ら
、
ど
ん
な
技
術

で
来
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

水
を
た
ど
る
と
、
そ
こ
に
土
木
遺
産
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ち
中
に
流
れ
る

水
は
、
こ
の
堰
か
ら

一
大
穀
倉
地
帯
な
の
は

筑
後
川
の
水
を
引
き
込
ん
だ

叡
智
の
賜
で
す

鳥の目で見る

土木遺産な旅の
ポイント 　2

　3 必要だった
訳を知る
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山田堰・堀川用水を学ぶ
水神社前の広場
〇 福岡県朝倉市
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