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は
じ
め
に

　

水
を
治
め
、
田
畑
を
開
き
、
道
を
拓
き
、
街
を
興
す
。

　

地
域
に
は
、
近
世
か
ら
昭
和
期
に
お
い
て
、
先
人
た
ち
が
各
時
代
の
最
先
端
の
技
術
や
叡
智
を
結
集
し
、

後
世
の
た
め
に
築
き
上
げ
て
き
た
数
多
く
の
土
木
構
造
物
が
あ
り
ま
す
。

　

当
協
会
で
は
、
創
立
四
〇
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
主
要
な
も
の
を
「
土
木
遺
産
」

と
し
て
選
定
し
ま
し
た
。
そ
の
地
で
生
き
て
い
く
こ
と
を
選
ん
だ
人
び
と
の
思
い
の
結
晶
で
あ
り
、
造
ら
れ
た

時
か
ら
今
日
ま
で
保
た
れ
た
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

本
書
は
、
土
地
の
抱
え
る
制
約
解
決
の
た
め
に
選
び
抜
か
れ
、
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
設
け
ら
れ
た
「
土
木

遺
産
」
に
焦
点
を
あ
て
た
旅
の
ス
ス
メ
で
す
。
自
然
と
人
と
を
繋
い
で
き
た
土
木
技
術
と
歴
史
を
解
き
明
か

し
な
が
ら
旅
を
体
験
す
る
と
、
国
道
や
水
路
で
さ
え
、
いつ
も
と
違
って
見
え
る
は
ず
で
す
。

　

近
年
の
災
害
や
感
染
症
の
脅
威
の
中
で
も
、
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
続
け
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か　
　
　

旅
先
で
出
会
う
「
土
木
遺
産
」
の
数
々
が
、
そ
の
歴
史
と
今
を
物
語
り
、
地
域
の
力
と
な
る
風
土
の
語
り

部
と
な
って
い
く
こ
と
を
願
って
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
社
団
法
人 
九
州
地
域
づ
く
り
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
事
長　

田
中 
愼
一
郎　

水郷柳河の水落ち
毎年 2 月、城堀水門を堰き
止め、下手の水門を開放する
ことで水を抜き、川底の清掃
を行う。柳川に春の訪れを告
げる風物詩
〇 福岡県柳川市
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秋月眼鏡橋
長崎警備役の折、石橋群を見てその頑丈さに驚いた
八代藩主黒田長舒は、領民のため架橋に着手するが
文化 4 年（1807）、ほぼ完成していた石橋は大音響と
ともに崩壊。完成を見ずしてこの世を去った。領民の
願いによって再び架けられた悲願の石橋は、完成以来
220年あまりの時を刻んでいる
〇 福岡県朝倉市
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枕崎港枕崎港
ユネスコ食の無形文化遺産に登録された和食を支える鰹
節。その原料となる鰹の水揚げで知られる。西防波堤と
南防波堤は漁船の大型化により、明治 43 年（1910）か
ら8 年をかけて造られた。西防波堤の美しい巻石積みが
当時のまま残っている
〇 鹿児島県枕崎市
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高千穂町田原の棚田
世界農業遺産に認定された、宮崎県の高千穂郷・椎葉
山地域には、1,800ha の棚田が営まれている。標高の高い
傾斜地で農業用水を確保するために建設された山腹用水
路は 500kmにも及び、斜面を流れ落ちる雨水を受け排水
することで、集落を災害から守る役割も果たしている
〇 宮崎県西臼杵郡高千穂町
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こ
の
本
は
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
読
者
像
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
つ

な
が
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
を
面
白
く
、
わ
く
わ
く
す
る
も
の
に
で
き
る
と
考
え
て

い
る
か
ら
で
す
。

　
一つ
目
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
土
木
遺
産
って
何
？
」
と
い
う
方
々
。「
土
木
って
何
を
す
る
仕

事
？
」、「
遺
産
っ
て
、
何
だ
か
難
し
そ
う
」と
い
う
方
々
に
、
ぜ
ひ
本
書
を
手
に
取
っ
て
い

た
だ
き
、
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
お
こ
し
、
子
ど
も
達
の
地
域
学
習
に
役
立
て
て
い
た
だ
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

も
う一つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
土
木
構
造
物
や
土
木
に
関
わって
こ
ら
れ
た
、
ま
た
現
役
で
関

わ
って
お
ら
れ
る
方
々
。
こ
ち
ら
は
「
旅
」
を
通
し
て
、
皆
さ
ん
が
今
ま
で
関
わ
って
こ
ら
れ

た
土
木
を
経へ

め
ぐ巡

って
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
人
達
の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
で
、
こ

れ
か
ら
の
未
来
が
見
え
て
く
る
、
そ
う
考
え
て
い
る
の
で
す
。

「
わ
か
る
」
と
は
変
わ
る
こ
と

　

土
木
遺
産
な
旅
の
醍
醐
味
は
、
自
然
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
探
す
こ
と
で
す
。
普
通
に

暮
ら
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
自
然
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
探
す
こ
と
は
、
な
か
な
か
難
し
い
。

旅
に
出
て
、
いつ
も
と
違
う
風
景
に
出
会
い
、
美
味
し
い
土
地
の
も
の
を
食
べ
、
現
場
で
人

び
と
と
語
り
、
感
じ
た
こ
と
を
反は

ん
す
う芻

し
て
、
よ
く
味
わ
う
こ
と
で
、
自
然
と
人
と
の
つ
な

土
木
遺
産
な

旅
の
醍
醐
味

　
　

熊
本
大
学
大
学
院 

先
端
科
学
研
究
部

　
　

准
教
授　

田
中 

尚
人　

が
り
が
「
見
え
て
く
る
」
の
で
す
。

　

中
世
ヨ
ー
ロッパ
史
の
大
家
で
あ
る
阿
部
謹
也
先
生
の
著
書
『
自
分
の
な
か
に
歴
史
を
よ

む
』
の
冒
頭
に
、
阿
部
先
生
の
恩
師
上
原
専せ

ん
ろ
く禄

先
生
の
言
葉
と
し
て
「
解
る
と
い
う
こ

と
は
そ
れ
に
よ
って
自
分
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
」
と
い
う一
節
が
あ
り
ま
す
。
土
木
や
土
木

構
造
物
は
、
あ
って
当
た
り
前
、
災
害
や
事
故
、
旅
先
の
不
自
由
な
ど
非
日
常
に
な
って
、

初
め
て
そ
の
恩
恵
を
感
じ
る
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

中
国
の
古
い
こ
と
わ
ざ
に
『
飲
水
思
源
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
今
、
あ
な
た

が
飲
ん
で
い
る
水
が
、
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
や
っ
て
き
た
の
か
、
思
い
を
馳
せ
よ
」
と
い

う
意
味
だ
と
教
わ
り
ま
し
た
。
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
安
全
な
水
が
出
る
、
こ
ん
な
す
ご
い
こ
と

が
当
た
り
前
に
な
っ
た
時
代
に
、
も
う一
度
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
見
つ
め
直
す
体
験
は
、
日
々

の
生
活
や
、
地
域
で
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
本
書
を
読
み
、
あ

な
た
が
土
木
遺
産
な
旅
に
出
か
け
、地
域
を
わ
か
る
こ
と
で
あ
な
た
の
何
か
が
変
わ
り
、き
っ

と
今
ま
で
と
は
違
う
風
景
に
出
会
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

土
木
遺
産
を
味
わ
う
コツ

　

土
木
遺
産
を
味
わ
う
コツ
は
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
「
つ
く
る
」
と
「
つ
か
う
」

と
い
う
二
つ
の
物
語
（Story

）
を
た
ど
る
（T

rail

）こ
と
で
す
。
そ
の
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
と
な
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る
の
が
、
歴
史
と
風
景
で
す
。
土
木
構
造
物
は
、
常
に
一
点
も
の
で
す
。
同
じ
時
、
同

じ
場
所
に
、
同
じ
土
木
構
造
物
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
時
代
は
常
に
変

化
し
、
同
じ
よ
う
な
環
境
に
、
同
じ
よ
う
な
土
木
構
造
物
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
は
あ
って
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
人
び
と
の
関
わ
り
方
は
変
わって
く
る
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
は
、
土
木
遺
産
と
呼
ば
れ
る
ず
っ
と
前
か
ら
土
木
構
造
物
の
あ
る
風
景
で
暮
ら

し
て
い
ま
す
。
そ
の
地
域
の
歴
史
と
風
景
の
生
き
証
人
と
し
て
、
土
木
遺
産
は
ず
っ
と
そ

こ
に
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
味
わ
い
方
も
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
い
い
の
で
す
。
土
木
遺
産
を
風

景
の一
部
と
し
て
大
き
く
捉
え
、
そ
の
環
境
の
変
化
や
、
か
つ
て
の
風
景
や
未
来
の
風
景
に

思
い
を
馳
せ
、
土
木
遺
産
を
思
い
思
い
に
味
わって
み
ま
し
ょ
う
。

「
つ
く
る
」
を
た
ど
る
旅

　

５
Ｗ
１
Ｈ
と
、
中
学
校
の
英
語
で
習
う
で
し
ょ
う
か
？

　

昔
の
人
び
と
は
、
こ
の
土
木
遺
産
を
、
いつ
、
ど
こ
に
、
誰
が
、
な
ぜ
、
ど
ん
な
、
ど
の

よ
う
に
つ
く
っ
た
の
だ
ろ
う
。
想
像
す
る
こ
と
、問
い
を
持
つ
こ
と
か
ら
、旅
は
始
ま
り
ま
す
。

〇 

「
な
ぜ
」
を
た
ど
る

　

土
木
構
造
物
は
、
地
域
の
人
び
と
の
暮
ら
し
に
役
立
つ
よ
う
に
と
、
目
的
が
な
け
れ
ば

つ
く
ら
れ
ま
せ
ん
。
当
時
の
地
域
社
会
の
状
況
や
社
会
背
景
、
当
た
り
前
と
さ
れ
て
い
た

慣
習
な
ど
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
知
り
、
いつ
、
ど
こ
に
、
誰
が
、
な
ぜ
、
そ
の
土
木
遺

産
を
つ
く
っ
た
の
か
、
土
木
遺
産
を
つ
く
っ
た
人
び
と
の
目
的
を
知
る
た
め
に
旅
を
し
ま
し
ょ

う
。「
も
し
、
こ
の
土
木
遺
産
が
な
かっ
た
ら
」
と
想
像
す
る
こ
と
も
、
面
白
い
技
で
す
。

〇 

「
ど
ん
な
」
を
た
ど
る

　

こ
の
土
木
遺
産
は
、
人
と
自
然
の
共
同
作
品
で
す
。
ど
ん
な
（W

hat

）
構
造
物
を
、

当
時
の
人
び
と
は
つ
く
っ
た
の
か
、
ど
ん
な
機
能
を
有
し
、
ど
ん
な
構
造
を
し
て
い
て
、
何

を
材
料
と
し
て
つ
く
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

当
時
、
そ
の
材
料
は
、
ど
こ
か
ら
、
ど
ん
な
風

に
調
達
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
高
かっ
た
の
か
安
かっ
た
の
か
、あ
る
い
は
た
く
さ
ん
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？
も
の
づ
く
り
の
物
語
を
学
ぶ
旅
を
し
ま
し
ょ
う
。

〇
「
ど
の
よ
う
に
」
を
た
ど
る

　
「
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
土
木
遺
産
を
つ
く
っ
た
の
か
」。
残
る
は
、
ど
う
や
っ
て
（H

ow

）

When：いつ？

Where：どこに？

Who：誰が？

Why：なぜ？

What：どんな？

How：どのように？
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そ
の
土
木
遺
産
を
つ
く
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
自
然
環
境
を
読

み
解
き
、
社
会
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
が
有
す
る
知
識
や
技
術
に
照
ら
し

合
わ
せ
、
用
・
強
・
美
を
満
た
す
土
木
構
造
物
を
つ
く
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
土
木
技
術

の
叡
智
が
土
木
遺
産
に
は
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
時
に
は
「
つ
く
ら
な
い
」
と
い
う
判

断
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
く
って
終
わ
り
で
は
な
く
、
長
く
維
持
・
管
理
し
て
い
く

の
も
技
術
で
す
。

「
つ
か
う
」
を
た
ど
る
旅

　
「
つ
く
る
」
を
た
ど
る
旅
は
、
過
去
や
現
代
の
土
木
技
術
者
の
思
い
を
知
り
、
５
Ｗ
１
Ｈ

を
た
ど
る
旅
で
し
た
。「
つ
か
う
」
を
た
ど
る
旅
は
、
土
木
構
造
物
が
土
木
遺
産
と
呼
ば

れ
る
ま
で
、使
い
続
け
て
き
た
地
域
の
皆
さ
ん
の
物
語
を
た
ど
る
旅
で
す
。
こ
の
旅
で
は「
時

間
の
流
れ
」
を
意
識
し
ま
し
ょ
う
。
いつ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
時
間
は一
様
に
流
れ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
が
、
実
は
、
地
域
や
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
よ
って
流
れ
る
時
間
は
違
う
の
で
す
。

〇
「
土
木
構
造
物
の
原
型
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
と
変
遷
」
を
た
ど
る

　

土
木
構
造
物
は
つ
く
って
終
わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
供
用
さ
れ
て（
使
わ
れ
て
）き
た

間
に
、
求
め
ら
れ
る
機
能
が
変
化
し
た
り
、
制
度
が
変
わ
っ
た
り
、
災
害
が
起
こっ
た
り
し

て
、
維
持
・
管
理
、
改
変
、
改
修
さ
れ
て
き
た
遺
産
と
し
て
の
長
い
歴
史
を
持
って
い
ま
す
。

今
ま
で
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
支
え
続
け
て
き
て
く
れ
た
、
歴
史
的
土
木
構
造
物
の
遺

産
と
し
て
の
履
歴
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
今
と
昔
を
比
べ
た
り
、
古
地
図
や
記
録
写

真
な
ど
を
順
番
に
並
べ
て
、
そ
の
変
化
を
理
解
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

〇
「
暮
ら
し
の
風
景
」
を
た
ど
る

　

こ
の
土
木
遺
産
が
あ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
、
ど
の
よ
う
な
恩
恵
を
受
け
て

き
た
の
で
し
ょ
う
か
？
も
し
こ
の
土
木
構
造
物
が
な
かっ
た
ら
、
今
の
暮
ら
し
は
ど
う
な
っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？
土
木
構
造
物
を
使
い
続
け
て
き
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
地
域
文
化

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
土
木
遺
産
の
お
か
げ
で
、
人
生
が
変
わ
っ
た
人
び
と
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
、
偉
人
も
名
も
な
き
人
び
と
も
。
土
木
遺
産
を
鏡
に
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
風

景
を
た
ど
って
み
ま
し
ょ
う
。

未
来
へ
継
承
す
る
学
び
を
紡
ぐ

　

人
生
は
旅
に
例
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
私
た
ち
は
、
多
様
な
土
木
遺
産
を
経
巡
る
こ

と
で
、
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

CO
V

ID
-

19
が
世
界
的
に
蔓
延
し
た
こ
と
に
よ
って
、い
わ
ゆ
る
3
密
（
密
閉
、
密
集
、
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密
接
）
を
避
け
る
ソ
ー
シ
ャル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
シ
ン
グ
が
求
め
ら
れ
た
り
、
移

動
が
制
約
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
外
部
空
間
や
半
屋
内
の
オ
ー
プ
ンス

ペ
ー
ス
に
対
す
る
期
待
が
高
ま
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
移
動
そ
の
も
の
の

必
要
性
が
問
わ
れ
、オ
ン
ラ
イ
ン
や
バー
チ
ャル
な
コ
ミュニケ
ー
ション
が
増
え
、

「
現
場
」
に
お
い
て
時
間
・
空
間
・
仲
間
を
共
有
す
る
価
値
そ
の
も
の

が
問
わ
れ
る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
社
会
は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
土
木
遺
産
はCO

V
ID

-

19
が
蔓
延
す
る
以
前
か
ら
、
地
域

の
環
境
・
経
済
・
文
化
の
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
に
あ
り
続
け
て
き
ま
し
た
。

後
藤
新
平
は
公
衆
衛
生
と
都
市
計
画
の
重
要
性
を
訴
え
、
日
清
戦
争

後
に
大
陸
か
ら
引
き
揚
げ
て
く
る
軍
隊
を
相
手
に
大
検
疫
を
実
施
し
多

く
の
人
び
と
の
命
を
救
い
、
後
に
関
東
大
震
災
後
の
帝
都
復
興
の
礎
と

な
る
土
木
遺
産
を
つ
く
ら
せ
ま
し
た
。
時
代
は
変
わ
っ
て
も
、
土
木
遺

産
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

土
木
遺
産
な
旅
は
、土
木
遺
産
を
経
巡
り
、
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
で
、

地
域
の
本
質
的
価
値
を
知
り
、
と
も
に
旅
す
る
人
び
と
と
対
話
す
る
こ

と
で
、
未
来
へ
継
承
す
る
学
び
を
紡
ぐ
こ
と
が
で
き
る
旅
で
す
。
過
去

と
他
人
は
変
え
ら
れ
な
い
が
、
自
分
と
未
来
は
変
え
ら
れ
る
。

　

皆
さ
ん
、
仲
間
と
と
も
に
、
素
晴
ら
し
い
旅
を
！

Bon voyage

！

眼鏡橋から長崎港へ
長崎市内では川と海とをつなぐシーカヤックが楽しめる。
中島川の眼鏡橋付近から乗り込み漕ぎ出すと、中央
橋、出島橋、出島表門橋などを次 に々くぐり、長崎港へ。
海と山、女神大橋や港湾空間に囲まれたパノラマ風景
が広がる
〇 長崎県長崎市

21 20
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な
ぜ
を

た
ど
る
旅

な
ぜ
、
九
州
に
は
こ
ん
な
に
石
橋
が
多
い
ん

だ
ろ
う
？ 

そ
の
素
朴
な
疑
問
か
ら
、
土
木

遺
産
な
旅
は
始
ま
り
ま
す
。

通潤橋通潤橋
通潤橋（つうじゅんきょう）は、人を渡す
橋ではなく、橋の上に石管を 3 列並べ通水
管として水を送る水路橋。本来、石管水路
にたまった泥や砂を除くための放水は、そ
の美しさから「観光放水」や「橋上観覧」
も行われ、人びとを魅了しながら、今も白
糸台地の農地を潤している
〇 熊本県上益城郡山都町
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長
崎
市
の
中
島
川
に
美
し
い
弧
を
映
す
「
眼
鏡
橋
」
は
、
日
本
最
古
の
ア
ー
チ
型
石
橋
で

す
。
全
国
に
1
8
0
0
基
あ
ま
り
あ
る
と
い
わ
れ
る
石
橋
の
約
9
割
が
、
九
州
に
あ
る
の
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

九
州
の
石
橋
に
は
3
つ
の
系
譜
が
あ
り
ま
す
。
遡
る
こ
と
4
0
0
年
あ
ま
り
前
、
興
福
寺

の
中
国
人
僧
、
黙も

く
す
に
ょ
じ
ょ
う

子
如
定
禅
師
の
指
導
と
伝
え
ら
れ
る
長
崎
市
の
中
島
川
に
か
か
る
日
本
最

古
の
眼
鏡
橋
、そ
の
眼
鏡
橋
に
魅
せ
ら
れ
独
自
の
技
術
を
磨
き
九
州
に
石
橋
を
広
め
た
肥
後
の

「
種た

ね
や
ま
い
し
く

山
石
工
」、
そ
し
て
中
国
か
ら
沖
縄
へ
と
伝
わっ
た
技
の
系
譜
で
す
。

4
0
0
年
支
え
合
う
石

　

寛
永
11
年
（
1
6
3
4
）、
黙
子
は
、
中
島
川
の
氾
濫
で
繰
り
返
し
木
橋
が
流
さ
れ
て
は
つ

く
り
直
し
て
い
る
の
を
見
か
ね
、
中
国
か
ら
石
工
を
呼
び
寄
せ
、
眼
鏡
橋
を
造
ら
せ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

ア
ー
チ
石
橋
の
部
材
は
、
上
が
広
く
て
下
が
狭
い
台
形
の
石
。
そ
の
石
を
組
み
合
わ
せ
て
い

く
と
外
に
広
が
ろ
う
と
す
る
力
が
か
かっ
て
、
隣
り
合
っ
た
石
同
士
が
支
え
合
い
ま
す
。
ア
ー
チ

の
頭
頂
部
に
要

か
な
め
い
し石を

入
れ
る
と
、
石
は
下
に
落
ち
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
構
造
で
す
。
江
戸
時

代
の
中
島
川
は
、
10
年
に
一
度
ほ
ど
氾
濫
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
慶
安
元
年
（
1
6
4
8
）の

洪
水
で
は
、
平
戸
の
石
工
と
伝
え
ら
れ
る
平ひ

ら
と
こ
う
む

戸
好
夢
が
修
復
し
、
壊
れ
た
部
材
の
石
が
繰
り

返
し
使
わ
れ
な
が
ら
耐
え
て
き
ま
し
た
。

長
崎
の
眼
鏡
橋
か
ら

の
ぞ
い
て
み
れ
ば

眼鏡橋
中島川には 1600 年代に、中国人僧や唐通事

（とうつうじ）などのほか、日本の貿易商人の
寄附や大衆の浄財で、65 年の間に20もの石
橋が競うように架けられ、石橋群の風景が生ま
れた。石の産地は、中国、諫早小長井、唐
津市小十などさまざま
〇 長崎県長崎市

九
州
の
石
橋
の
謎
の

原
点
が
こ
こ
に
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『長崎古今集覧名勝図絵』石橋架設之圖
天保 12 年（1841）
長崎歴史文化博物館 

木の枠組み ｢支保工｣ の上に輪石を並べ終わり、最後のひとつ
「要石」を打ち込んでいるところ。支保工の高さを下げると、輪
石は自らの重みで相互にしっかりと締まり、アーチが完成する。石
は縦方向からの圧縮力に強く、その力を石の接触面に伝えて、
横の水平方向に広がろうとする力を相互の摩擦力によって抑え、
安定を保っている。両岸の地盤が弱いとアーチは崩壊してしまう

重
い
の
に

落
ち
な
い
不
思
議
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袋橋下流からの眺め。暗渠に
隠れたバイパス水路

長崎大水害に耐えた
眼鏡橋の姿

流
出
し
た
石
を
拾
い
集
め
て

　

明
治
時
代
に
は
いって
人
力
車
に
な
り
、
自
動
車

が
登
場
し
て
も
、
昭
和
28
年（
1
9
5
3
）ま
で
そ

の
上
を
平
気
で
通
っ
て
い
た
ほ
ど
堅
牢
だ
っ
た
石
橋
。

し
か
し
昭
和
57
年
（
1
9
8
2
）7
月
23
日
、
1
時

間
に
最
大
1
8
7
ミ
リ
も
の
雨
量
を
観
測
し
た
長

崎
大
水
害
で
は
眼
鏡
橋
を
含
む
中
島
川
の
14
の
橋

の
う
ち
、
6
橋
が
流
出
、
3
橋
が
大
破
す
る
甚
大

な
被
害
に
あ
い
ま
し
た
。　
　
　

　

眼
鏡
橋
は
8
3
1
個
の
う
ち
、
15
％
も
の
石
材

が
流
出
。
下
流
に
流
さ
れ
た
石
材
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ

拾
い
集
め
、
角
閃
石
安
山
岩
で
あ
る
こ
と
か
ら
同
じ

石
質
の
風

か
ざ
が
し
ら
や
ま

頭
山
の
石
材
を
使
い
、
当
時
の
技
術
を

た
ど
っ
て
修
復
さ
れ
た
の
が
現
在
の
眼
鏡
橋
の
姿
で

す
。

　

2
9
9
名
の
死
者
・
行
方
不
明
者
、
中
島
川
の

最
高
水
位
1
7
0
セ
ン
チ
以
上
と
い
う
未
曽
有
の

大
水
害
を
経
験
し
、
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
に
川
幅
を

広
げ
れ
ば
石
橋
を
架
け
る
こ
と
は
困
難
で
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
橋
に
架
け
替
え
る
と
い
う
議
論
も
巻
き
起

こ
り
ま
す
。

風
景
を
残
す
土
木
工
事

　

修
復
の
道
の
り
は
、と
て
も
険
し
い
も
の
で
し
た
。　
　
　
　

保
存
を
願
う
市
民
と
専
門
家
に
よ
って
、
各
地
の
水

位
上
昇
の
綿
密
な
記
録
が
集
め
ら
れ
、
そ
の
分
析

を
経
て
、
中
島
川
だ
け
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
裏
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
橋
な
ど
の
姿
を
な
る
べ
く

残
す
よ
う
、
川
幅
は
そ
の
ま
ま
に
、
両
岸
の
地
下
に

暗
渠
式
の
バイ
パス
水
路
を
設
け
る
と
い
う
土
木
工
事

に
よ
っ
て
、
4
0
0
年
続
く
石
橋
群
の
風
景
は
残
っ

た
の
で
す
。　

　

大
雨
で
流
さ
れ
、
朽
ち
て
し
ま
う
木
橋
に
悩
ま
さ

れ
て
い
た
人
び
と
を
驚
か
せ
、
魅
了
し
て
や
ま
な
かっ

た
眼
鏡
橋
。
そ
の
風
景
を
守
っ
た
の
は
、
昭
和
に
打

た
れ
た
ひ
と
つ
の
希
望
の
要
石
で
し
た
。

長崎県に87 個あるハートストーン。
中島川の岸壁にある3 つのうちの
ひとつ。「I ♡（アイラブ）・ユー」
はどこ？
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ま
ち
を
歩
く
時
、
皆
さ
ん
は
ど
こ
を
見
て

い
ま
す
か
？
私
は
よ
く
足
元
を
見
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
長
崎
を
例
に
、
ま
ち
を
つ
く
っ
て
き

た
材
料
に
注
目
し
な
が
ら
歩
い
て
み
ま
す
。

　

長
崎
市
内
を
流
れ
る
中
島
川
。
か
つ
て

は
寺
町
の
道
筋
ご
と
に
石
橋
が
架
か
っ
て
い
ま

し
た
。
中
で
も
眼
鏡
橋
は
あ
ま
り
に
も
有
名

で
す
。
さ
て
、
眼
鏡
橋
か
ら
南
東
方
向
に

2
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
歩
き
ま
す
と
、
水
路
の

あ
る
通
り
が
見
え
て
き
ま
す
。
シ
シ
ト
キ
川
で

す
。

　

よ
く
見
る
と
川
底
に
は
板
石
が
敷
か
れ
、

護
岸
の
部
分
も
石
積
み
に
な
って
い
ま
す
。
実

は
こ
の
川
は
、
江
戸
時
代
の
排
水
路
が
現
在

に
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
、
明
治
期
に
お
け
る

下
水
道
の
近
代
化（
公
衆
衛
生
の
強
化
）で
、

石
を
つ
か
っ
た
構
造
物
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
水
路
が
長
崎
の
町
中
に
は
複
数
存
在

し
、
ほ
と
ん
ど
が
暗
渠
で
す
が一
部
は
顔
を
出

し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
石
は
ど
こ
か
ら

　

次
は
、
幣へ

い
ふ
り
ざ
か

振
坂
を
通
って
風

か
ざ
が
し
ら
や
ま

頭
山
を
目
指

し
ま
す
。
川
を
中
心
に
坂
の
中
腹
に
あ
る
お

寺
の
あ
た
り
ま
で
ま
ち
が
広
が
り
、
さ
ら
に
山

側
に
は
お
墓
が
建
ち
並
ぶ
の
が
、
こ
の
辺
り
の

典
型
的
な
風
景
で
す
。
1
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

坂
を
上
る
と
風
頭
公
園
に
着
き
ま
す
。

　

こ
の
公
園
に
ひ
っ
そ
り
と
あ
る
の
が
風
頭
山

石
切
り
場
跡
で
す
。
長
崎
の
地
形
は
過
去
の

火
山
活
動
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
も
言
わ
れ

て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
風
頭
の
あ
た
り
は
安
山
岩

（
溶
岩
が
ゆ
っ
く
り
と
冷
え
て
で
き
た
岩
）
が

豊
富
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
よ
り
、

こ
の
石
切
り
場
か
ら
た
く
さ
ん
の
石
が
切
り
出

さ
れ
、
先
ほ
ど
の
坂
を
下
り
、
長
崎
の
ま
ち

の
石
畳
・
石
段
や
石
橋
な
ど
を
つ
く
る
た
め
の

材
料
と
な
り
ま
し
た
。
石
切
り
場
に
残
さ
れ

材料のたどり方　
長崎の石の風景 編
長崎大学大学院 工学研究科　
准教授　石橋　知也

土
木
遺
産
な

旅
ノ
ー
ト

た
ク
サ
ビ
跡
か
ら
は
、そ
の
壮
大
な
「
石
の
旅
」

に
想
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
土
地
で
採
れ
る
材
料
を
用
い
て
、
そ

の
土
地
の
暮
ら
し
を
支
え
る
拠
り
所
が
で
き
て

い
る　
　
　
そ
れ
が
わ
か
る
と
土
木
遺
産
を
め

ぐ
る
旅
が
よ
り
深
く
よ
り
お
も
し
ろ
く
な
る
は

ず
で
す
。

地下水への汚水の浸透を防ぐ
ための板石と石積み護岸

諏訪神社の一の鳥居の石材を麓に降ろした際に、
御幣を振って人夫を鼓舞したことに由来するとも言わ
れる幣振坂から風頭山へ
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風頭山石切り場跡。露出する安山岩に刻ま
れたクサビ跡は石切り作業の痕跡。長崎のま
ちを見守るかのごとく、風頭公園にひっそりと佇
んでいる
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ドンドン坂（長崎県長崎市）
坂の脇に三角溝と呼ばれる石張りの排水溝があり、溝の
形を坂の上部から U 字、V 字、矩形へと変化させ流れを
スムーズにする工夫がされている。雨が降るとその側溝
を雨水がドンドンと音をたてて流れてくることから通称

「どんどん坂」。坂の頂上からは、長崎港の景色が広がる

鉄
の
橋 

長
崎
か
ら

　
「
銕
く
ろ
が
ね
ば
し
橋
」
は
、
長
崎
市
の
中
島
川
に
明
治
元
年
（
1
8
6
8
）

に
架
け
ら
れ
た
日
本
初
の
鉄
の
橋
で
、「
て
つ
ば
し
」
の
愛
称
で

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。長
崎
製
鉄
所
の
鉄
を
使
っ
た
頑
丈
な
橋
で
、

現
在
は
三
代
目
で
す
。

橋
に
は
ま
ち
の
歴
史
が
映
る

　

そ
し
て
、
鎖
国
時
代
、
多
く
の
南
蛮
人
が
過
ご
し
た
出
島
に
、

か
つ
て
な
い
構
造
の
鉄
の
橋
が
、
設
計
チ
ー
ム
と
長
崎
の
造
船
技

術
に
よ
って
誕
生
し
ま
し
た
。
銀ぎ

ん
ね
ず
い
ろ

鼠
色
の
美
し
い
フ
ォルム
で
人
び

と
を
迎
え
る
「
出
島
表
門
橋
」
で
す
。
橋
の
設
計
に
お
け
る
文

化
庁
の
条
件
は
「
国
指
定
史
跡
の
出
島
側
への
橋
台
設
置
は
不

可
、
復
元
と
誤
解
さ
れ
な
い
現
代
の
橋
と
す
る
」
と
い
う
も
の
。

か
つ
て
の
石
橋
の
復
元
が
川
の
拡
幅
に
よ
っ
て
叶
わ
ず
、
反
感
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
域
の
人
び
と
と
の
対
話
が
積
み
重
ね
ら
れ
、

デ
ザ
イ
ン
プ
ロ
セ
ス
の
物
語
も
共
有
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
27
年
11

月
、
5
千
人
が
見
守
る
中
、
一
括
で
架
設
さ
れ
、
1
3
0
年
ぶ

り
の
橋
に
出
島
は
歓
声
に
湧
き
ま
し
た
。
伝
統
と
新
し
い
時
代

の
技
術
の
結
晶
が
生
ん
だ
鉄
の
橋
で
す
。

出島と表門橋
33.3 メートルを片側で支えるシー
ソー構造。新たな技術への挑戦
の風土は 400 年の歴史を刻む

ドンドン坂
坂の脇に三角溝と呼ばれる排水溝が
あり、水流の速さをスムーズに調節す
るために上からU 字、V 字、矩形
へと変化している。その名の由来は、
雨が降ると水がドンドンと音をたてて流
れることから

32
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眼
鏡
橋
に
魅
せ
ら
れ

誕
生
し
た

種
山
石
工
集
団

　

長
崎
の
眼
鏡
橋
に
魅
せ
ら
れ
た
、
ひ
と
り
の
武
士
が
い
ま
し
た
。

　

そ
の
名
は
藤
原
林り

ん
し
ち七

。
長
崎
奉
行
所
に
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、
重
い
石
で
で
き
て
い
な
が
ら

落
ち
な
い
眼
鏡
橋
を
見
て
関
心
を
持
ち
、
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
と
接
触
し
、
ア
ー
チ
式
石
橋
の

建
造
技
術
の
元
と
な
る
「
円
周
率
」
の
計
算
方
法
を
学
び
ま
す
。
し
か
し
、
鎖
国
時
代
、
無

断
で
異
国
人
と
接
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
掟
を
破
っ
た
林
七
は
追
わ
れ
る
身
と
な
り
、

天
明
7
年
（
1
7
8
7
）、
肥
後
藩
種
山
村
（
現
熊
本
県
八
代
市
）へ
と
身
を
隠
し
ま
し
た
。

円
周
率
と
曲
尺
を
ヒ
ン
ト
に

　

林
七
は
種
山
村
で
、
石
工
の
宇
七
と
出
会
い
、
農
業
の
か
た
わ
ら
、
円
周
率
計
算
と
宮
大

工
の
曲
尺
と
を
ヒ
ン
ト
に
、
独
自
の
ア
ー
チ
式
石
橋
建
造
法
を
確
立
し
ま
す
。
実
験
を
か
ね
て

文
化
元
年
（
1
8
0
4
）、
種
山
村
に
小
さ
な
石
橋
を
3
基
建
造
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
地

域
の
石
工
を
ま
と
め
て
「
種
山
石
工
」
を
結
成
し
、
次
々
と
ア
ー
チ
式
石
橋
を
手
掛
け
て
い
き

ま
す
。

　

長
崎
の
眼
鏡
橋
の
石
は
、
風
頭
山
の
石
切
り
場
で
切
り
出
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
硬
い
安
山
岩

で
、
白
い
部
分
は
漆
喰
で
す
。
一
方
、
林
七
た
ち
が
広
め
て
いっ
た
石
橋
の
石
は
、
安
山
岩
よ
り

軟
弱
な
凝
灰
岩
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
お
よ
そ
9
万
年
前
に
お
こっ
た
阿
蘇
の
大
爆
発
で
、
膨

大
な
量
の
溶
岩
が
九
州
全
域
を
覆
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
噴
出
し
た
溶
結
凝
灰
岩
が
加
工
し

や
す
く
、
石
橋
の
いい
材
と
な
り
ま
し
た
。

眼鏡橋
ダミーキャプション。素材となった石
の特徴や、安山岩と凝灰岩の違い、落
ちない構造、２連となった理由、名が
湧き大水害での復興の物語など。

（長崎県長崎市）

霊台橋
江戸時代の単一アーチ橋として日本一の大きさを誇る
霊台橋（れいだいきょう）。船津峡は、緑川本流で最
大の難所として知られ、20 年ほどの間に木橋が何度
も流されるため、総庄屋篠原善兵衛が発案、出資を
し、種山石工三兄弟、卯助、宇市、丈八ら総勢 72
名の石工が集められ、弘化 4 年（1847）に、わずか 10
ケ月で完成させた。昭和 41年（1966）に上流に鉄橋が
架かるまで道路橋として車も通っていた
〇熊本県下益城郡美里町

難
所
に
か
か
る

1
8
0
歳
の
美
麗
な
橋

35



37 36

　

凝
灰
岩
は
、
中
世
の
城
郭
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
石
で
す
。
近
江
国
の
坂
本

村
（
現
在
の
滋
賀
県
大
津
市
）
の
「
穴あ

の
う太

石
工
」
衆
を
呼
び
寄
せ
、
加
藤
清
正
公
に
よ
っ
て

築
城
さ
れ
た
熊
本
城
の
石
垣
を
始
め
、
規
格
化
し
や
す
かっ
た
こ
と
が
棚
田
や
水
路
な
ど
の
土

木
技
術
に
大
い
に
生
か
さ
れ
ま
し
た
。
清
正
公
は
益
城
郡
上
島
村
（
現
在
の
上
益
城
郡
嘉
島

町
）
に
石
工
た
ち
を
住
ま
わ
せ
ま
す
が
、
中
で
も
、
長
崎
に
赴
き
完
成
し
た
ば
か
り
の
眼
鏡
橋

を
目
に
し
た
仁に

へ
い平

と
い
う
石
工
は
、
安
永
3
年
（
1
7
7
4
）に
、
幅
60
セ
ン
チ
の
ア
ー
チ
橋

「
日

ひ
わ
た
し
と
う
ぐ
う
き
ょ
う

渡
洞
口
橋
」
を
試
作
的
に
造
り
、
石
工
集
団
を
つ
く
って
各
地
で
活
躍
し
ま
し
た
。

　

築
城
を
経
験
し
、
石
を
極
め
た
各
地
の
石
工
た
ち
の
存
在
は
、
後
の
種
山
石
工
た
ち
の
活

躍
の
礎
と
も
な
り
ま
す
。

名
工
岩
永
三
五
郎

25
歳
の
作

　

文
政
元
年
（
1
8
1
8
）、
宇
七
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
三
五
郎
（
後
の
岩
永
三
五
郎
）

は
、
砥と

も
ち
て
な
が

用
手
永
（
手
永
制
は
、
細
川
家
が
領
地
に
導
入
し
た
行
政
制
度
）
惣
庄
屋
の
三
隈

丈
八
の
も
と
、
25
歳
の
時
に
最
初
の
橋
と
な
る
「
雄お

け
だ
け
ば
し

亀
滝
橋
」
を
架
橋
し
ま
す
。
木
橋
を
何

度
架
け
て
も
流
さ
れ
る
た
め
に
そ
の
名
が
つ
い
た
、
当
惑
谷
に
架
か
る
水
路
橋
で
、
後
の
嘉
永

7
年
（
1
8
5
4
）
に
、
林
七
の
孫
た
ち
、
卯
助
、
宇
市
、
丈
八
（
後
の
橋
本
勘
五
郎
）
が

手
掛
け
た
水
路
橋
、「
通
潤
橋
」
の
手
本
と
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
橋
で
す
。

雄亀滝橋
手永制度とは、その地域の惣庄屋を手永に任命し、政治、経済、軍事を、
いわば民間に委託して行わせたもの。村は手永の下に置かれ、小庄屋（村
庄屋）が地方を統治した。細川忠利は肥後の前任地である小倉時代か
ら、こうした制度を導入している。
三隈丈八は、石野村以下十余箇村の灌漑のため、緑川の支流、柏川
より取水する柏川井手の開削に着手した。三隅家文書には、柏川井手
開削（雄亀滝橋架橋）について「砥用国始以来ノ大業」と記され、難
工事であったことがうかがえる。この完成によって11キロメートルの「柏川
井手」が完成し、今でも現役の水路橋として、約 113 ヘクタールの田畑
を潤している
〇 熊本県下益城郡美里町

谷
を
越
え
て 

こ
の
水
を

37
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こ
れ
に
よ
り
名
声
を
得
た
三
五
郎
は
、
文
政
3
年

（
1
8
2
0
）、
現
在
の
八
代
市
の
干
拓
工
事
の
石
工
共
総
引

き
回
し
役
と
な
り
ま
し
た
。「
お
国
一
の
貧
地
」
と
い
わ
れ
た
八

代
は
湿
地
と
干
潟
が
広
が
る
地
域
で
、
江
戸
時
代
か
ら
大
規
模

な
干
拓
が
幾
度
と
な
く
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
石
工
た
ち
も
石

材
の
切
出
し
、運
搬
、加
工
の
担
い
手
と
し
て
携
わ
り
、岩
永
は
、

こ
の
「
七
百
町
新
地
」
の
功
績
に
よ
り
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　
藩
を
越
え
た
石
橋
の
技
と
暗
殺
の
噂

　

そ
の
後
も
、
肥
後
藩
内
に
聖
橋
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ー
チ
式

石
橋
を
架
け
続
け
た
三
五
郎
に
、
天
保
11
年
（
1
8
4
0
）、

薩
摩
藩
の
八
代
藩
主
、
島
津
重し

げ
ひ
で豪

よ
り
架
橋
の
依
頼
が
来
ま

す
。
薩
摩
に
赴
い
た
三
五
郎
は
、
稲
荷
川
に
永
安
橋
な
ど
6
つ

の
橋
を
架
け
、
弘
化
2
年
（
1
8
4
5
）よ
り
、
甲
突
川
に
毎

年
一
橋
ず
つ
、
甲こ

う
つ
き突

川か
わ
ご
せ
っ
き
ょ
う

五
石
橋
を
川
の
護
岸
工
事
と
併
せ
て
架

け
ま
し
た
。
中
で
も
四
連
ア
ー
チ
橋
の
「
西
田
橋
」
は
、
参
勤

交
代
で
通
る
た
め
、
擬
宝
珠
高
欄
を
用
い
る
な
ど
贅
を
凝
ら
し
、

三
五
郎
の
つ
く
っ
た
橋
の
中
で
は
豪
華
な
装
飾

が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

三
五
郎
は
、
大
雨
に
み
ま
わ
れ
た
時
な
ど
、

身
の
危
険
な
ど
お
か
ま
い
な
し
に
濁
流
に
潜
り
、

一
心
不
乱
に
橋
脚
の
土
台
を
調
べ
る
ほ
ど
、
石

橋
の
架
橋
に
情
熱
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
石
橋
建
造
技
術
の
漏
洩
を
お
そ
れ
た

摩

藩
が
、
三
五
郎
達
を
永
送
り（
暗
殺
）す
る
の

で
は
と
い
う
噂
が
立
ち
ま
す
。
連
れ
て
き
た
石

工
た
ち
を
理
由
を
つ
け
て
は
故
郷
へ
と
無
事
に

帰
し
た
後
、
最
後
に
嘉
永
2
年
（
1
8
4
9
）

に
帰
郷
を
許
さ
れ
た
も
の
の
、
藩
か
ら
送
ら
れ

た
刺
客
に
よ
り
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
、
腹
を
据
え
凛
と
し
た
三
五
郎
の
姿

に
感
心
し
た
刺
客
が
、
秘
密
裏
に
三
五
郎
を

逃
が
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

肥
後
へ
戻
って
2
年
後
、
三
五
郎
は
59
歳
で

こ
の
世
を
去
り
ま
す
。
世
の
た
め
、
人
び
と
の

た
め
に
、
橋
を
架
け
続
け
た
生
涯
で
し
た
。

（

大鞘樋門群
干拓に伴い、潮の逆流を防ぎ干拓地の排水を行うための樋門。周りを囲む
石垣（鞘石垣）が、石工たちによって潮や川の流れに耐えられるように強固に
造られており、人びとは称賛の意味をこめて「大鞘（おざや）樋門群」と呼ぶ
ようになったと伝えられている
〇熊本県八代市西田橋の橋脚

間
近
で
見
て
触
れ
る

石
積
み
の
見
事

39
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石橋記念公園の西田橋
甲突川に架かる五石橋は、平成 5 年 8 月 6日の集中
豪雨による洪水で「新上橋」と「武之橋」の 2 橋が
流出。残る「玉江橋」、「西田橋」、「高麗橋」の 3
橋は河川改修に合わせて移設復元して保存された。西
田橋は明治 43 年（1910）に大規模な改修工事が行わ
れていたが、工事以前の姿が史料や写真から推定でき
たことから、創建時の姿に復元された
〇 鹿児島県鹿児島市

石
橋
の
移
設
復
元
は

三
五
郎
の
技
と
情
熱
と
と
も
に

41 40
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薩
摩
藩
で
は
、
産
業
振
興
の
た
め
の
藩
の
公
共
工
事
と
し
て
行
わ
れ
た
架
橋
で
す
が
、

肥
後
藩
で
は
、
多
く
の
石
工
の
活
躍
で
、
庄
屋
や
、
農
民
た
ち
が
お
金
を
出
し
合
って
年

貢
米
の
運
搬
路
や
農
業
用
水
路
と
し
て
石
橋
が
次
々
に
架
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
石
工

た
ち
は
実
用
性
に
す
ぐ
れ
無
駄
を
省
い
た
眼
鏡
橋
を
架
け
、
強
度
に
か
か
わ
る
ア
ー
チ
部

分
に
は
丁
寧
な
加
工
を
施
し
た
石
材
を
使
い
、
費
用
を
抑
え
る
た
め
に
壁
石
に
は
各
地
で

簡
単
に
手
に
入
る
自
然
石
を
使
い
ま
し
た
。
ま
た
、
依
頼
主
の
要
望
に
あ
わ
せ
、
設
計
や
、

人
手
や
材
料
の
確
保
、
資
金
運
営
ま
で
を
行
う
技
術
者
集
団
だ
っ
た
の
で
す
。

　
東
京
に
勘
五
郎
の
石
橋
架
か
る

　

時
代
と
と
も
に
石
造
建
築
物
の
需
要
が
高
ま
り
、
種
山
石
工
の
橋
本
勘
五
郎
は
、
明

治
4
年
（
1
8
7
1
）、
明
治
政
府
に
招
か
れ
宮
内
省
土
木
寮
勤
め
と
な
り
、
明
治
6
年

（
1
8
7
3
）に
「
神
田
万
世
橋
」を
、翌
年
に
「
浅
草
橋
」、そ
し
て
さ
ら
に
翌
年
に
「
江

戸
橋
」
の
建
設
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
勘
五
郎
が
か
か
わっ
た
東
京
の
橋
は
、
い
ず

れ
も
時
代
の
流
れ
で
今
は
解
体
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
藩
が
力
を
つ
け
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
幕
府
は
九
州
の
石
橋
の
技
術
が
本
州

に
広
が
る
こ
と
を
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
橋
本
勘
五
郎
が
東
京
に
石
橋
を
架
け
た
こ
と
は
、

明
治
と
い
う
時
代
の
平
和
と
発
展
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
し
た
。
歴
史
に
名
を
残
す
石

工
か
ら
、
名
も
な
き
石
工
ま
で
、
九
州
の
石
橋
に
は
、
そ
の
魂
が
宿
って
い
ま
す
。

輪石と輪石がずれないよう、小さな色違いの楔
石で継がれている。輪石の一番中央の要石
に工事に関わった庄屋や、仁平グループの石
工といわれる、理左衛門、吟右衛門、次平、
惣八、嘉右衛門の名が刻まれている

豊岡眼鏡橋と西南戦争
国道208号から田原坂に向かう県道31号の道筋
の木の葉川にひっそりと架かる豊岡眼鏡橋。年代
のわかる石造眼鏡橋では熊本県最古で、享和 2
年（1802）に架けられた。明治 10 年（1877）の西
南戦争で、官軍はこの橋を拠点に、激戦となった
田原坂総攻撃に出陣している
〇 熊本県熊本市

石
橋
に
宿
る
石
工
の
魂
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九
州
の
中
で
も
、
全
国
一
を
誇
る
約
5
0
0
も
の
石
橋
が
あ
る
大
分

県
。
臼
杵
の
磨
崖
仏
や
石
塔
な
ど
豊
富
な
石
を
背
景
と
し
た
石
文
化

が
あ
っ
た
こ
と
も
由
縁
で
す
が
、
中
で
も
深
い
峡
谷
が
多
い
宇
佐
市
院
内

町
に
は
75
基
も
の
石
橋
が
あ
り
、
う
ち
ア
ー
チ
橋
は
64
基
と
ど
ち
ら
も

日
本
一で
す
。
特
筆
す
べ
き
は
大
正
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
石
橋
が
多
く
、

今
も
現
役
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
陰
に
は
、
石
橋
の
貴
婦
人
と
称
さ
れ
た

優
美
な
「
鳥
居
橋
」
を
手
掛
け
た
名
棟
梁
、
松
田
新
之
助
と
、
石
工

た
ち
の
存
在
が
あ
り
ま
し
た
。

　
私
財
投
げ
打
って
で
も

　

院
内
町
に
生
ま
れ
た
松
田
新
之
助
は
、
関
西
・
関
東
で
土
木
事
業

に
身
を
投
じ
て
技
術
を
学
び
、
明
治
30
年（
1
8
9
7
）、
30
歳
で
帰

村
し
、
水
系
と
地
形
を
読
み
解
い
た
ア
ー
チ
橋
を
数
多
く
手
掛
け
ま
し

た
。「
富
士
見
橋
」
に
は
、
工
事
半
ば
で
大
音
響
と
と
も
に
崩
落
す
る

も
田
畑
山
の
私
財
を
投
じ
、
名
工
の
名
に
か
け
て
完
成
さ
せ
た
逸
話
が

残
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
石
橋
架
設
請
負
を
や
め
る
こ
と
を

宣
言
し
ま
し
た
が
人
び
と
に
切
望
さ
れ
、
昭
和
の
初
め
ま
で
地
域
の
石

橋
を
架
け
続
け
「
石
橋
王
」
と
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

石
橋
に
宿
る
石
工
の
魂

5 連アーチの鳥居橋。昭和
26 年（1951）のルース台風
でも流されなかった。大正 5
年（1916）完成

大正 2 年（1913）完成の、
橋高 18.3 メートルと、院内
町一の高さを誇る荒瀬橋

（右ページの橋）ます。

両岸が激しく侵食された恵良
川にしっかりと立つ御沓橋（み
くつばし）。大正 14 年（1925）
完成
ます。

荒瀬橋の補修工事
洪水による破損のために大規模な
修復が行われている昭和 13 〜 14
年（1938 〜 39）頃の荒瀬橋
〇 大分県宇佐市院内町

水
系
と
地
形
を

読
み
解
い
た
石
橋
王

松
田
新
之
助

44
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青
の
洞
門
の
5
0
0
メ
ー
ト
ル
下
流
に
あ
る
「
耶
馬
渓

橋
」
は
、
大
正
12
年
（
1
9
2
3
）
に
竣
工
し
た
、
日
本

で
唯
一
の
8
連
で
、
最
長
の
1
1
6
メ
ー
ト
ル
を
誇
る
石
造

ア
ー
チ
橋
で
す
。
熊
本
や
大
分
の
石
橋
と
は
違
い
、
長
崎

に
多
い
水
平
な
石
積
み
で
、
モ
ル
タ
ル
の
白
も
際
立
つ
こ
と
か

ら
、
オ
ラ
ン
ダ
橋
と
い
う
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

耶馬渓橋
江戸時代「荒瀬井堰」が造られたことによって山国川の水がせ
き止められ水位が上がり、通行人は競秀峰の高い岩壁につくら
れた危険な道を、鎖を命綱に通っていた。諸国巡礼の途中に
耶馬渓へ立ち寄った禅海和尚は、人馬が命を落とすのを見て
心を痛め、托鉢勧進によって資金を集め、雇った石工たちとと
もにノミと鎚だけで 30 年余り掘り続け、明和元年（1764）、全
長 342メートルの洞門を完成させた。耶馬渓橋によって、青の
洞門と競秀峰の全景を楽しむことができるようになった
〇 大分県中津市本耶馬渓町

青
の
洞
門
と

永
久
に
日
本
一の
石
橋

耶
馬
渓
橋

　

曽
木
の
村
民
21
人
が
共
有
林
を
売
って
莫
大
な
資
金
を

捻
出
し
、
設
計
者
は
陸
軍
工
兵
中
尉
だ
っ
た
大
分
県
技
師

の
松
永
昇
、
工
事
は
地
元
の
岩
渕
万
吉
が
請
負
い
、
松
田

新
之
助
の
ほ
か
、
地
元
の
多
く
の
石
工
が
関
わ
っ
た一
大
観

光
振
興
計
画
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
計
画
に
は
、
日
清

戦
争
の
後
に
旧
日
本
陸
軍
が
満
州
に
環
境
が
似
て
い
る
た
め

に
用
地
接
収
し
、
演
習
を
行
っ
て
い
た
日
出
生
台
（
現
在

の
自
衛
隊
日
出
生
台
演
習
場
）への
道
と
い
う
、
光
と
影
が

あ
り
ま
し
た
。　

　

開
通
し
た
年
、
耶
馬
渓
が
国
指
定
名
勝
と
な
って
全
国

に
知
ら
れ
る
と
、
上
流
の
「
馬
渓
橋
」、「
羅
漢
寺
橋
」

と
と
も
に
耶
馬
渓
三
橋
と
し
て
、
青
の
洞
門
と
競
秀
峰
を

楽
し
む
観
光
コ
ー
ス
と
な
り
、
石
文
化
の
偉
業
を
繋
ぐ
橋

で
あ
り
道
と
な
り
ま
し
た
。
完
成
か
ら
3
年
後
の
大
正
15

年
（
1
9
2
6
）、
東
京
の
隅
田
川
に
鋼
鉄
の
橋
、「
永
代

橋
」が
完
成
し
ま
す
。
こ
れ
以
後
、日
本
中
の
大
き
な
橋
は
、

石
橋
か
ら
鉄
や
鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト
へ
と
姿
を
変
え
て
い
き
ま

す
。
耶
馬
渓
橋
の
日
本
一
。
そ
れ
は
、
橋
の
構
造
の
転
換

期
を
物
語
る
、
永
久
の
称
号
と
な
り
ま
し
た
。

47 46
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謎
多
き

コン
ク
リ
ー
ト
橋

名
島
橋

　

耶
馬
渓
橋
完
成
と
同
じ
年
の
大
正
12
年
（
1
9
2
3
）、

福
岡
市
東
区
の
多
々
良
川
に
「
名
島
川
橋
梁
」
が
博
多
湾

鉄
道
汽
船
（
現
在
の
西
日
本
鉄
道
）に
よ
って
架
け
ら
れ
ま
し

た
。
設
計
者
は
日
本
の
鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト
工
学
の
開
祖
と
い

わ
れ
る
、
阿
部
美
樹
志
。
戦
災
復
興
事
業
を
担
っ
た
復
興

院
総
裁
も
務
め
た
建
築
家
で
あ
り
土
木
技
術
者
で
し
た
。

　

そ
の
10
年
後
の
昭
和
8
年
（
1
9
3
3
）、
日
本
が
満
州

事
変
を
発
端
に
国
際
連
盟
を
脱
退
し
、
戦
争
への
足
音
も
聞

こ
え
る
中
、「
名
島
橋
」
が
竣
工
し
ま
す
。
北
部
九
州
と
福

岡
都
心
部
を
結
ぶ
国
道
2
号
（
現
在
は
3
号
）の
道
路
橋
は

全
長
2
0
4
メ
ー
ト
ル
の
7
連
ア
ー
チ
の
鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト

橋
。
ま
だ
荷
馬
車
と
自
転
車
が
主
流
の
時
代
に
24
メ
ー
ト
ル

と
い
う
型
破
り
な
幅
で
造
っ
た
こ
と
は
、
関
東
大
震
災
で
の
狭

い
橋
で
の
混
乱
が
教
訓
だ
っ
た
と
か
、
戦
闘
機
の
滑
走
路
代

わ
り
に
な
る
よ
う
に
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
未
だ
謎
に
つ

つ
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

伸
び
や
か
な
ア
ー
チ
の
間
に
は
御
影
石
に
覆
わ
れ
た
欄
干

と
半
円
形
の
付
柱
に
バルコニ
ー
、
親
柱
の
頂
に
は
半
球
と
照

明
灯
を
配
し
た
ヨ
ー
ロッパ
調
の
瀟

し
ょ
う
し
ゃ洒な

デ
ザ
イ
ン
。
設
計
者

の
福
岡
県
第
2
号
国
道
改
築
事
務
所
所
長
、
後
藤
龍
雄
、

名
島
大
橋
建
設
事
務
所
の
七
俵
仙
太
郎
を
は
じ
め
「
福
岡

を
代
表
す
る
橋
を
」
と
い
う
思
い
が
結
集
し
た
意
匠
で
す
。

　
荷
馬
車
か
ら
6
万
台
へ

　

竣
工
当
初
、
荷
馬
車
や
大
八
車
が
ほ
と
ん
ど
で
、
子
ど
も

の
遊
び
場
だ
っ
た
と
い
う
名
島
橋
。
戦
時
中
は
空
襲
の
標
的

と
な
ら
な
い
よ
う
照
明
灯
を
撤
去
し
、
コ
ー
ル
タ
ー
ル
に
よ
る

迷
彩
で
戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け
ま
し
た
が
、
交
通
量
の
増
大
と

大
型
車
交
通
で
橋
台
が
沈
下
し
て
ア
ー
チ
バラ
ン
ス
が
崩
れ
、

落
橋
の
危
機
が
あ
り
ま
し
た
。
コン
ク
リ
ー
ト
注
入
な
ど
に
よ

る
地
盤
改
良
や
ア
ー
チ
部
の
補
強
な
ど
最
新
技
術
に
よ
っ
て

健
全
な
状
態
に
補
修
さ
れ
、
一
日
約
6
万
台
も
の
交
通
を
支

え
て
い
ま
す
。

　

平
成
6
年
、
復
元
工
事
と
と
も
に
名
島
橋
の
還
暦
祝
い

が
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
石
橋
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
若

い
鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト
橋
。
名
島
橋
の
長
寿
は
、
土
木
技
術

者
た
ち
の
願
い
で
あ
り
、
使
命
な
の
で
す
。

名島橋
その隣は JR 貨物の博多臨港線の鉄橋と西鉄
貝塚線の「名島川橋梁」。電車は 600 形
〇 福岡県福岡市
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土
木
遺
産
は
す
ぐ
そ
こ
に

も
し
、
こ
の
橋
が
な
かっ
た
ら 

？

　

そ
う
考
え
る
と
、
船
が
な
い
と
渡
れ
な
い
、
荷
物
も
運
べ
な
い
、
迂
回
す

る
に
も
、
いっ
た
い
ど
こ
ま
で
行
け
ば
・
・
・
と
、
先
人
た
ち
の
い
ろ
ん
な
苦

労
が
思
い
う
か
び
ま
す
。
ア
ス
フ
ァル
ト
で
舗
装
さ
れ
た
道
の
下
、
流
れ
る
川

を
渡
る
ま
ち
の
交
点
に
は
、
よ
く
土
木
遺
産
が
隠
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
石
橋
の
最
後
の
要
石
が
打
ち
込
ま
れ
た
と
き
の
石
工
さ
ん
た
ち
の

表
情
は
、
ど
ん
な
だ
っ
た
だ
ろ
う
、
こ
の
橋
を
集
落
の
人
が
最
初
に
渡
っ
た

と
き
、
ど
ん
な
歓
声
が
あ
がっ
た
ん
だ
ろ
う
と
考
え
て
み
る
の
が
土
木
遺
産

の
味
わ
い
方
。
地
図
で
川
や
谷
の
地
形
を
眺
め
、
ま
ち
の
交
点
で
車
を
降

り
て
み
る
と
、
当
た
り
前
に
通
って
い
た
道
路
が
、
た
ち
ま
ち
土
木
遺
産
な

旅
の
見
ど
こ
ろ
へ
早
変
わ
り
で
す
。

　

時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
、
土
木
遺
産
に
は
興
味
深
い
違
い
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
、
お
気
に
入
り
の
土
木
遺
産
を
発
見
し
た
ら
、
交
点
を
通
って
、
い

ろ
ん
な
地
域
の
土
木
遺
産
へタ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

交点に
土木遺産あり

橋
は
浪
漫
で
す
よ

あ
の
距
離
に
橋
を

渡
せ
る
時
代
に

生
き
て
る
って
こ
と
で
す
ね 土木遺産な旅の

ポイント 　1

50

風頭公園から見る女神大橋
市南部と西部を最短距離で結ぶ、長崎港に
架かる斜張橋。大型船舶も通過可能な桁下
65m。夜間はライトアップされ「世界新三大
夜景」のシンボルとなっている
〇 長崎県長崎市



53 52

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
。

　



69 68

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
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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

95 94

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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ど
の
よ
う
に
を

た
ど
る
旅

近
代
化
が
進
む
中
、
用
・
強
・
美
を
満

た
す
土
木
構
造
物
の
規
模
は
大
き
く
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
つ
く
っ
た
の
か

を
た
ど
り
ま
す
。

遠賀川流域
響灘へと注ぐ遠賀川は、筑豊と北九州をつな
ぎ、日本の石炭産業を支えた水運の大動脈だ
った。一方、石炭と工場廃水で死の海と化し
た洞海湾は、北九州市と市民、行政による公
害の克服で再生し、近年は地元 NPO の「遠
賀川源流サケの会」の稚魚放流によって、南
限といわれる鮭の遡上も確認されている
〇 福岡県北九州市、中間市、 遠賀郡遠賀町、
　 水巻町、 芦屋町、岡垣町
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石
炭
と
は
、
数
億
年
前
の
古
代
の
植
物
が
地
中
に
埋
も
れ
、
そ
こ
で
長
い
期
間
地
熱
や
地

圧
を
受
け
て
変
質
し
て
で
き
た
植
物
の
化
石
で
す
。

　

筑
豊
地
方
に
お
い
て
石
炭
が
発
見
さ
れ
た
の
は
文
明
10
年
（
1
4
7
8
）
の
こ
と
。
筑
前
国

遠
賀
郡
香
月
村
（
現
在
の
八
幡
西
区
）で
焚
火
を
し
て
い
た
時
、 

黒
い
石
が
燃
え
て
い
る
の
を

発
見
し
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
塩
田
の
燃
料
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
こ
と
か
ら
、

福
岡
藩
は
石
炭
を
全
て
藩
の
会
所
に
集
め
る
直
営
式
と
し
、財
政
の
支
え
と
し
ま
す
。
し
か
し
、

明
治
時
代
に
な
る
と
産
業
革
命
期
に
入
り
、
明
治
2
年
（
1
8
6
9
）
に
鉱
山
解
放
令
が
公

布
さ
れ
る
や
、
山
師
た
ち
は
炭
田
に
殺
到
し
、
乱
掘
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

明
治
18
年
（
1
8
8
5
）、
筑
前
か
ら
豊
前
に
わ
た
る
5
つ
の
郡
（
遠
賀
・
鞍
手
・
嘉
麻
・

穂
波
・
田
川
）
は
組
合
を
つ
く
り
、
5
つ
の
組
合
が
直
方
に
集
ま
って
、
日
本
で
最
初
の
組
合

連
合
団
体
「
筑
前
国
豊
前
国
五
郡
石
炭
坑
業
組
合
」
が
、
14
社
29
炭
鉱
で
誕
生
し
ま
す
。

　
「
筑
豊
」
と
い
う
地
方
名
は
、
こ
の
組
合
か
ら
広
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
明

治
26
年
（
1
8
9
3
）、
名
称
を
「
筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
」
と
改
め
ま
し
た
。
安
川
敬
一
郎
、

貝
島
太
助
、
堀
三
太
郎
、
麻
生
太
吉
、
伊
藤
伝
右
衛
門
を
は
じ
め
と
す
る
、
地
場
資
本

の
そ
う
そ
う
た
る
炭
鉱
主
た
ち
が
集
ま
っ
た
「
筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
」
は
、
石
炭
の
採
掘
だ

け
で
な
く
、
炭
鉱
夫
の
家
族
の
た
め
に
も
学
校
や
、
病
院
を
つ
く
り
、
地
域
に
貢
献
し
ま
す
。

明
治
43
年
（
1
9
1
0
）
に
は
、「
筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
直
方
会
議
所
」（
現
在
の
直
方
市

石
炭
記
念
館
本
館
）
を
建
設
。
明
治
45
年
（
1
9
1
2
）
に
は
、
度
重
な
る
炭
鉱
事
故
に
、

救
護
訓
練
を
目
的
と
し
た
、
日
本
初
の
「
練
習
坑
道
」
も
建
設
し
ま
す
。

堀
川
運
河
と
い
う
大
動
脈

　

石
炭
の
輸
送
は
、
長
ら
く
遠
賀
川
と
、
元
和
7
年
（
1
6
2
1
）
に
初
代
福
岡
藩
主
・
黒

田
長
政
が
切
り
拓
き
、
そ
の
亡
き
後
、
六
代
藩
主
・
継
高
に
よ
って
文
化
元
年
（
1
8
0
4
）

に
悲
願
の
完
成
を
み
た
堀
川
運
河
の
水
運
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
治
水
の
た
め
に
切
り
通
さ
れ

た
岩
壁
に
は
今
も
ノ
ミ
跡
が
残
り
ま
す
。

　
「
川
ひ
ら
た
（
五
平
太
舟
）」
と
言
わ
れ
る
石
炭
船
に
よ
って
筑
豊
の
石
炭
は
若
松
港
へ
と
輸

送
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
石
炭
の
輸
送
に
か
か
わ
る
人
び
と
の
気
質
を
、「
川
筋
炭
鉱
気
質
」
と

い
い
、
気
の
荒
さ
は
あ
れ
ど
も
、
石
炭
の
可
能
性
を
追
い
求
め
、
と
こ
と
ん
や
り
抜
く
、
開
拓

者
精
神
の
よ
う
な
意
味
合
い
も
あ
り
ま
し
た
。

　

石
炭
を
乾
留
（
蒸
し
焼
き
）
し
た
炭
素
純
度
の
高
い
燃
料
、「
コ
ー
ク
ス
」
は
、
燃
焼
時
に

高
温
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
蒸
気
機
関
車
や
鉄
鋼
業
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
欠

か
せ
な
い
燃
料
と
し
て
、
欧
米
列
強
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
べ
く
、
日
本
は
、
さ
ら
な
る
石
炭

の
増
産
体
制
に
入
り
ま
す
。
幾
千
万
の
人
び
と
が
、
地
底
へ
と
入
り
、
つ
る
は
し
で
炭
壁
を
掘

り
崩
し
て
集
め
た
無
数
の
燃
え
る
石
に
よ
っ
て
、
筑
豊
炭
田
は
日
本
一の
採
掘
量
を
誇
る
炭
鉱

と
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
24
年
（
1
8
9
1
）、若
松
〜
直
方
間
に
、石
炭
の
輸
送
の
た
め
の
「
筑
豊
興
業
鉄
道
」

が
開
通
し
ま
す
。
や
が
て
筑
豊
炭
田
は
鉄
道
網
に
よ
って
縦
横
に
結
ば
れ
、
官
営
八
幡
製
鐵
所

を
軸
と
す
る
、
日
本
近
代
化
の
大
き
な
推
進
力
と
な
って
い
く
の
で
す
。

石炭をおろした後の「川ひらた」（舟）を岸から綱で引きな
がら堀川を遡る女性。最盛期の明治 32 年（1899）には、年
間 13 万隻も行き来したという
写真／直方市石炭記念館 所蔵

堀
川
の

ノ
ミ
跡
は
治
水
と

石
炭
の
歴
史
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直方市石炭記念館
筑豊炭田は明治の初めから昭和 51 年（1976）までの
約 100 年間に、約 8 億トンの石炭を産出し、日本の
産業発展、近代化に貢献した。筑豊の炭鉱が閉山に
よって少なくなった昭和 46 年（1971）7 月、炭鉱の歴
史を世に伝えるために誕生。建物は明治 43 年（1910）
に建てられた「旧筑豊石炭鉱業組合直方会議所」。石
炭の貴重な歴史を一堂に集めている
〇 福岡県直方市

「
石
炭
って
な
あ
に
」
か
ら

始
ま
る
土
木
遺
産
の
旅

「
0
哩
標
」
は
こ
こ
に
あ
り

101 100

九州鉄道記念館
明治 21 年（1888）、九州初の鉄道会
社として「九州鉄道」が設立。明治
24年4月に門司駅（現在の門司港駅）
が開業し、博多から門司へと移転
した旧本社が記念館となっている。
明治 24 年（1891）に建てられた煉瓦
造で、前庭には九州鉄道の起点と
なった「旧 0（ゼロ）哩標」がある。
車輌展示場には蒸気機関車 C59 型、
9600 型といった歴代の車輌、本館
には明治時代の客車もあり多くの
鉄道ファンが訪れる
〇 福岡県北九州市
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完成間近の東田第一高炉を訪れた要人
たち。明治 34 年（1901）に、歴史的な火
入れが行われた
写真／新日鐵住金株式会社 八幡製鐵所

石
炭
と
鉄
と
水

そ
し
て
高
炉
セ
メ
ン
ト

　

幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
、
日
本
は
西
洋
以
外
の
地
域
で
初
め
て
、
き
わ
め
て
短
期

間
の
う
ち
に
産
業
化
を
成
し
遂
げ
、
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
大
き

な
原
動
力
と
な
っ
た
の
が
、
製
鉄
、
造
船
、
石
炭
と
いっ
た
重
工
業
分
野
の
産
業
で
あ

り
、九
州
、山
口
を
中
心
に
今
も
な
お
各
地
に
残
る
こ
れ
ら
の
産
業
遺
産
群
が
平
成
27
年
、

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　

明
治
7
年
（
1
8
7
4
）、
岩
倉
使
節
団
の一
員
と
し
て
欧
米
諸
国
を
視
察
し
て
帰

国
し
た
伊
藤
博
文
は
、「
鉄
道
、
船
、
あ
ら
ゆ
る
鉄
製
品
を
自
前
で
作
る
事
が
必
要
で

あ
る
」
と
強
く
訴
え
ま
す
。
明
治
20
年
代
に
入
る
と
軽
工
業
が
発
展
し
、
鉄
道
網
も

拡
大
し
て
鉄
鋼
需
要
が
急
増
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
を
輸
入
に
頼
り
、

国
の
財
政
を
圧
迫
し
て
い
ま
し
た
。
明
治
政
府
は
国
家
事
業
と
し
て
、
銑
鉄
の
生
産
か

ら
鋼
材
の
生
産
を一
貫
し
て
行
う
「
銑

せ
ん
こ
う鋼

一
貫
製
鉄
所
」
の
建
設
を
計
画
し
ま
す
。
日
清

戦
争
を
契
機
に
製
鐵
所
設
置
議
案
が
帝
国
議
会
で
可
決
さ
れ
、
建
設
地
の
調
査
が
進

め
ら
れ
ま
し
た
。

国
の
威
信
を
か
け
て

　

候
補
地
の
中
で
、
当
時
、日
本
で
最
大
の
石
炭
生
産
量
を
持
つ
筑
豊
炭
田
に
隣
接
し
、

海
陸
の
輸
送
に
便
利
で
、
軍
事
上
の
防
御
性
に
も
優
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
30
年

（
1
8
9
7
）2 

月
、
福
岡
県
八
幡
村
（
現
在
の
北
九
州
市
）に
製
鐵
所
を
建
設
す
る
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完成間近の第一高炉を訪れた要人たち。明治
34 年（1901）に、歴史的な火入れが行われた

（新日鐵住金株式会社 八幡製鐵所）

こ
と
が
決
定
。
建
設
が
始
ま
り
ま
し
た
。　

　

製
鉄
の
技
術
を
ド
イ
ツ
か
ら
導
入
す
る
こ
と
を
決
め
、
ド
イ
ツ
人
技
師
ら
の
指
導
の
も
と
、

建
設
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
東
田
第
一
高
炉
に
歴
史
的
な
火
入
れ
が
行
わ
れ
た
の
は
、
ま
さ

に
20
世
紀
の
幕
開
け
の
年
、
明
治
34
年
（
1
9
0
1
）
2
月
5
日
で
し
た
。

日
本
人
技
術
者
の
叡
智

　

し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
苦
難
の
ス
タ
ー
ト
で
も
あ
り
ま
し
た
。
操
業
開
始
後
、
高
炉
が

不
調
で
、
鋼
材
の
生
産
が
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
ト
ラ
ブ
ル
も
続
出
し
ま
し
た
。
翌
年
、
つ

い
に
資
金
不
足
に
陥
り
、
東
田
第
一
高
炉
は
操
業
停
止
に
追
い
込
ま
れ
ま
し
た
。
明
治
37
年

（
1
9
0
4
）、
日
露
戦
争
が
は
じ
ま
る
と
再
開
が
決
ま
り
ま
す
が
、
4
月
に
2
度
目
の
火

入
れ
を
行
う
も
、
17
日
間
で
ま
た
操
業
停
止
に
追
い
込
ま
れ
ま
す
。

　

製
鐵
所
の
中
村
長
官
は
急
遽
、
当
時
、
日
本
の
冶
金
学
会
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
野
呂

景
義
博
士
に
高
炉
の
再
稼
働
を
託
し
ま
し
た
。
野
呂
博
士
は
現
場
調
査
を
も
と
に
、
失

敗
の
原
因
を
究
明
。
国
産
コ
ー
ク
ス
の
品
質
に
対
し
、
ド
イ
ツ
製
の
高
炉
が
適
し
て
い
な
い
こ

と
な
ど
を
突
き
止
め
、
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
品
質
の
優
れ
た
コ
ー
ク
ス
の
製
造
が
可
能

な
コ
ッ
ペ
ー
式
コ
ー
ク
ス
炉
が
完
成
し
た
こ
と
も
あ
り
、
7
月
、
つい
に
3
度
目
の
火
入
れ
に

見
事
に
成
功
。
そ
の
後
は
順
調
に
稼
働
し
、
出

し
ゅ
っ
せ
ん銑を

続
け
た
東
田
第
一
高
炉
。
そ
の
影
に

は
国
内
の
原
料
に
あ
っ
た
も
の
づ
く
り
を
追
求
し
た
、
日
本
の
技
術
者
た
ち
の
叡
智
が
あ
り

ま
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
空
襲
に
も
耐
え
、
八
幡
製
鐵
所
は
日
本
の
戦
後
の
復
興
の

一
翼
を
担
い
ま
し
た
。

資
源
リ
サ
イ
ク
ルの
先
駆
け
と
な
っ
た
高
炉
セ
メ
ン
ト

　

溶
鉱
炉
で
鉄
鉱
石
を
高
温
で
溶
か
し
、
銑
鉄
と
そ
れ
以
外
に
分
け
る
際
に
出
る
大
量

の
高
炉
ス
ラ
グ（
か
す
）。
八
幡
製
鐵
所
は
創
業
と
同
時
に
、
こ
の
厄
介
も
の
で
あ
る
ス
ラ

グ
を
活
用
す
る
た
め
、
ド
イ
ツ
で
開
発
さ
れ
た
高
炉
セ
メ
ン
ト
の
製
造
を
試
み
、
大
正
2

年
（
1
9
1
3
）に
本
格
的
な
製
造
が
始
ま
り
ま
し
た
。
長
期
強
度
が
大
き
い
、
海
水
や

化
学
物
質
に
対
す
る
耐
久
性
が
高
い
と
いっ
た
特
性
が
建
設
業
界
に
認
知
さ
れ
、
大
正
15
年

（
1
9
2
6
）
に
内
務
省
市
街
地
建
築
物
法
で
そ
の
使
用
が
許
可
さ
れ
ま
す
。

　

八
幡
製
鐵
所
が
い
ち
早
く
そ
の
製
造
に
成
功
し
た
意
義
は
大
き
く
、
日
本
に
お
け
る
資

源
リ
サ
イ
ク
ル
の
先
駆
的
技
術
で
し
た
。
平
成
9
年
の
地
球
温
暖
化
防
止
京
都
議
定
書
の

目
標
達
成
計
画
で
も
高
炉
セ
メ
ン
ト
の
使
用
拡
大
が
織
り
込
ま
れ
、
特
に
近
年
、
地
球
温

暖
化
防
止
の
観
点
か
ら
、
セ
メ
ン
ト
製
造
時
に
発
生
す
る 

二
酸
化
炭
素
を 

40
％
削
減
す
る

効
果
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

関
門
鉄
道
ト
ン
ネ
ルに
は
、
先
駆
的
に
4
万
4
0
0
0
ト
ン
の
高
炉
セ
メ
ン
ト
が
使
わ
れ
ま

し
た
。
鉄
道
、
橋
、
ト
ン
ネ
ル
、
ダ
ム
。
九
州
の
土
木
遺
産
は
、
八
幡
製
鐵
所
の
歴
史
と

と
も
に
あ
り
ま
す
。
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世
界
初
の
海
底
ト
ン
ネ
ル

関
門
鉄
道
ト
ン
ネ
ル

関門鉄道トンネルの内部
シールドマシンという鋼製の筒を地中に押し込みながらトンネル
を構築するシールド工法が、日本で初めて本格的に採用さ
れ、成功した関門鉄道トンネル
写真／関門トンネル記念館
〇 福岡県北九州市　山口県下関市
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割
れ
ん
ば
か
り
の
万
歳
三
唱
が
前
か
ら
後
ろ
の
車
輌
へ
と
続
く
貴
重
な
映
像
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
船
舶
輸
送
が
米
軍
の
機
雷
攻
撃
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
中
、
関
門
鉄
道
ト
ン
ネ
ル

は
、
石
炭
や
物
資
、
兵
隊
を
運
ぶ
唯
一の
安
全
ル
ー
ト
、
九
州
・
本
州
間
の
生
命
線
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。　

絶
え
間
な
い
保
全
管
理
の
も
と
で

　

昭
和
28
年
（
1
9
5
3
）
の
大
水
害
で
は
、
6
月
28
日
、
氾
濫
し
た
中
小
河
川
の
濁
流

が
門
司
駅
構
内
か
ら
関
門
鉄
道
ト
ン
ネ
ルへ
と
流
れ
込
み
ま
し
た
。
懸
命
の
排
水
作
業
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
午
後 

12
時
半
過
ぎ
に
は
ト
ン
ネ
ル
中
央
部
の
水
位
は
天
井
ま
で
達
し
、
す
べ

て
の
排
水
ポ
ン
プ
は
機
能
を
失
い
、
上
り
、
下
り
と
も
2
キ
ロメ
ー
ト
ルに
わ
た
って
水
没
。
こ

の
時
、間
一
髪
で
脱
出
に
成
功
し
た
下
り
3
2
7
列
車
の
、約
8
0
0
名
の
乗
客
の
命
を
守
っ

た
機
関
士
た
ち
の
瞬
時
の
判
断
と
機
転
に
富
ん
だ
行
動
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

昼
夜
を
問
わ
な
い
復
旧
作
業
に
よ
っ
て
、
水
没
か
ら
2
週
間
後
の
7
月
15
日
に
は
単
線

で
の
運
転
を
再
開
、
19
日
に
は
複
線
運
転
も
再
開
さ
れ
、
筑
豊
炭
田
の
石
炭
を
満
載
し
た

列
車
は
、
関
門
海
峡
を
渡
って
い
き
ま
し
た
。

　

関
門
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
は
令
和
4
年
で
、
開
通
80
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
今
日
も
安
全
運

行
の
た
め
、
絶
え
間
な
い
保
全
管
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

世
界
初
、
日
本
の
土
木
技
術
が
結
集
し
た
土
木
遺
産
「
関
門
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
」
は
、
そ

の
建
造
技
術
と
と
も
に
、
絶
え
間
な
い
維
持
管
理
、
補
修
工
事
に
支
え
ら
れ
、
一
日
に
約

2
0
0
本
も
の
列
車
が
行
き
交
って
い
ま
す
。

　

本
州
と
九
州
を
隔
て
る
関
門
海
峡
に
鉄
道
を
通
そ
う
と
す
る
計
画
は
、
明
治
44
年

（
1
9
1
1
）、
鉄
道
院
総
裁
・
後
藤
新
平
が
そ
の
調
査
を
命
じ
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
り
ま

す
。
橋
梁
案
、
ト
ン
ネ
ル
案
、
今
ま
で
の
船
舶
輸
送
案
の
3
つ
か
ら
、
選
ば
れ
た
の
は
予
算

と
国
防
の
観
点
か
ら
世
界
初
の
海
底
ト
ン
ネ
ル
案
で
し
た
。
こ
の
と
き
の
橋
梁
は
、
後
に
道

路
橋
へ
と
か
た
ち
を
か
え
、
関
門
橋
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。　
　
　
　

戦
時
下
の
突
貫
工
事

　

関
東
大
震
災
や
世
界
大
恐
慌
な
ど
の
国
難
を
経
て
、
昭
和
11
年
（
1
9
3
6
）
9
月
に

工
事
開
始
。
3
6
0
万
人
の
就
労
者
と
巨
費
を
投
じ
て
、
本
州
と
九
州
を
結
ぶ
海
底
ト
ン

ネ
ル
は
昭
和
16
年
（
1
9
4
1
）
7
月
10
日
つい
に
貫
通
し
ま
す
。
戦
時
体
制
下
で
突
貫
工

事
で
進
め
ら
れ
、出
水
事
故
な
ど
を
克
服
し
な
が
ら
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
年
の
12
月
8
日
、

真
珠
湾
攻
撃
に
よ
って
、
日
本
は
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
入
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
翌
年
に
下
り

線
、
そ
し
て
上
り
線
は
昭
和
19
年
（
1
9
4
4
）に
開
通
し
ま
し
た
。

　

下
り
線
の
第
一
列
車
が
関
門
海
峡
の
大
瀬
戸
を
く
ぐ
り
抜
け
、
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
、

そ
こ
は
門
司
。
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赤
と
灰
色
の

煉
瓦
の
物
語

　

長
崎
市
に
あ
る
「
小こ

す
げ菅

修
船
場
」
は
、
日
本
最
初
の
蒸
気
機
関
を
動
力
と
す
る
曳ひ

き
あ揚

げ

装
置
を
整
備
し
た
、
洋
式
ス
リ
ッ
プ
・
ド
ッ
ク
。「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産　

製
鉄
・

製
鋼
・
造
船
・
石
炭
産
業
」
を
構
成
す
る
23
資
産
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
世
界
遺
産

に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
船
を
乗
せ
て
引
き
揚
げ
る
滑
り
台
の
形
状
が
、
そ
ろ
ば
ん
状
に
見
え

た
た
め
、
通
称
「
ソ
ロバ
ン
ド
ッ
ク
」
の
名
で
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

　

外
国
船
の
修
理
を
目
的
と
し
て
、
薩
摩
藩
士
五
代
才
助（
後
の
友
厚
）、
小
松
帯
刀
と

貿
易
商
ト
ー
マ
ス
・
B
・
グ
ラ
バ
ー
ら
が
共
同
出
資
し
、
英
国
か
ら
曳
揚
げ
装
置
一
式
を
取
り

寄
せ
慶
応
4
年
（
1
8
6
8
）
12
月
に
完
成
。
翌
年
に
明
治
新
政
府
が
買
収
し
、
長
崎

製
鉄
所
が
管
理
、
後
に
三
菱
の
所
有
と
な
り
ま
し
た
。
曳
揚
げ
機
小
屋
、
曳
揚
げ
機
械
、

軌
道
、両
岸
の
天
草
石
の
石
垣
な
ど
日
本
初
の
洋
式
船
架
と
し
て
大
変
貴
重
な
も
の
で
す
。　
　
　
　

こ
ん
に
ゃ
く
煉
瓦
と
は

　

日
本
で
建
物
用
煉
瓦
の
生
産
が
始
ま
っ
た
の
は
安
政
2
年
（
1
8
5
5
）
に
開
所
し
た

長
崎
海
軍
伝
習
所
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
海
軍
機
関
将
校
ハル
デ
ス
の
指
導
の
も
と
で
焼
か
れ
、

文
久
元
年
（
1
8
6
1
）
落
成
の
長
崎
鎔
鉄
所（
後
の
長
崎
造
船
所
）の
建
設
に
使
わ
れ

ま
し
た
が
、現
在
の
も
の
よ
り
薄
く
、そ
の
形
か
ら
「
こ
ん
に
ゃ
く
煉
瓦
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

小
菅
修
船
場
の
ド
ッ
ク
曳
揚
げ
機
小
屋
の
建
物
の
壁
や
、
旧
グ
ラ
バー
邸
な
ど
の
居
留
地
な

ど
で
、
そ
の
風
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

右／小菅修船場のドック曳揚げ機小屋の煉瓦
上／今も残る軌道
〇 長崎県長崎市
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一
方
、
薩
摩
藩
も
7
年
後
の
慶
応
元
年
（
1
8
6
5
）
に
、
奄
美
大
島
で
白
糖
工
場

の
建
設
を
計
画
し
、
ア
イ
ルラ
ン
ド
人
技
師
の
ウ
ォ
ー
ト
ルス
の
指
導
の
も
と
、
４
つ
の
工
場
を

建
設
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
白
糖
工
場
の
建
築
部
材
と
し
て
奄
美
大
島
で
赤
煉
瓦
が
生
産
さ

れ
ま
す
。
明
治
に
は
いって
鹿
児
島
を
離
れ
た
ウ
ォ
ー
ト
ルス
は
大
阪
造
幣
局
の
建
設
や
、
明

治
10
年（
1
8
7
7
）に
完
成
し
た
銀
座
煉
瓦
街
を
設
計
し
、
関
西
、
関
東
で
の
赤
煉
瓦

製
造
の
普
及
に
関
わっ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

唐
津
の
耐
恒
寮
と
赤
煉
瓦

　

そ
の
後
、
東
京
丸
の
内
の
土
地
が
三
菱
に
払
い
下
げ
ら
れ
、
明
治
政
府
の
建
築
顧
問
で

あ
っ
た
ジョ
サ
イ
ア
・
コン
ド
ル
の
設
計
に
よ
って
、
1
9
0
0
年
代
末
に
は一
丁
ロン
ド
ン
と
称
さ

れ
る
赤
煉
瓦
の
街
並
み
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
そ
の
ジョ
サ
イ
ア
・
コン
ド
ルに
第
一
期
生
と
し
て

学
び
、
今
も
残
る
赤
煉
瓦
の
建
築
物
を
数
多
く
手
掛
け
た
の
が
、
唐
津
出
身
の
建
築
家
、

曽そ
ね禰

達
蔵
と
東
京
駅
の
設
計
で
知
ら
れ
る
辰
野
金
吾
で
し
た
。

　

明
治
維
新
を
契
機
に
近
代
化
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
る
な
か
、
唐
津
で
は
明
治
4
年

（
1
8
7
1
）
に
洋
学
校
「
耐

た
い
こ
う
り
ょ
う

恒
寮
」 が
開
設
さ
れ
、
藩
士
の
子
弟
に
英
語
教
育
や
洋
式

教
練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
ア
メ
リ
カへの
渡
航
経
験
を
買
わ
れ
英
語
教
官
と
し

て
赴
任
し
た
の
が
、
の
ち
に
大
蔵
大
臣
や
内
閣
総
理
大
臣
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
高
橋
是

清
。
教
え
子
か
ら
、
こ
の
近
代
日
本
建
築
の
発
展
を
け
ん
引
し
た
ふ
た
り
と
、 

九
州
の
炭
鉱

開
発
に
功
績
を
残
し
た
麻
生
政ま

さ
か
ね包

ら
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。　

　

関
東
大
震
災
以
降
、
鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト
造
に
と
って
代
わ
ら
れ
る
ま
で
、
赤
煉
瓦
建
造

物
の
色
は
、
近
代
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
し
た
。
全
国
に
あ
っ
た
辰
野
金
吾
た
ち
が
設
計
し
た
煉

瓦
建
造
物
の
う
ち
、
幸
い
に
も
解
体
を
ま
ぬ
が
れ
た
も
の
が
、
歴
史
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

そ
の
心
と
ら
え
る
風
景
は
、
実
は
九
州
と
深
く
繋
がって
い
る
の
で
す
。

門
司
港
レ
ト
ロ
と
橋
梁

　
「
門
司
港
レ
ト
ロ
」
と
し
て
親
し
ま
れ
る
北
九
州
市
の
赤
煉
瓦
の
街
並
み
の
中
、
灰
色
の

煉
瓦
は
「
鉱こ

う
さ
い滓

煉
瓦
」
の
色
で
す
。
鉱
滓
と
は
鉄
を
作
る
際
に
で
る
、
滓（
か
す
）で
、
ス

ラ
グ
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
。
製
鉄
の
際
、
溶
鉱
炉
で
鉄
鉱
石
を
高
温
で
溶
か
し
、
銑
鉄
と

そ
れ
意
外
の
滓
に
分
け
る
際
に
出
る
鉄
の
副
産
物
で
、
焼
成
を
必
要
と
せ
ず
、
コン
ク
リ
ー

ト
と
同
じ
く
化
学
反
応
で
固
ま
る
た
め
、
い
ろ
ん
な
か
た
ち
に
形
成
で
き
る
こ
と
か
ら
、
建

物
の
か
た
ち
に
多
様
性
を
生
み
、
昭
和
60
年（
1
9
8
5
）に
コ
ス
ト
の
問
題
か
ら
製
造
が
終

了
す
る
ま
で
八
幡
製
鐵
所
で
製
造
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
門
司
赤
煉
瓦
プ
レ
イ
ス
に
あ
る
大
正

12
年
（
1
9
1
3
）に
建
築
さ
れ
た
「
門
司
麦
酒
煉
瓦
館
」
は
そ
の
代
表
的
建
造
物
で
す
。

　

鉄
道
の
橋
梁
、
そ
し
て
砲
台
跡
な
ど
の
戦
争
遺
跡
に
も
煉
瓦
は
数
多
く
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
何
気
な
く
見
て
い
た
倉
庫
の
壁
や
住
宅
の
塀
に
使
わ
れ
て
い
る
赤
や
灰
色
の
煉
瓦
は
、

明
治
、
大
正
の
歴
史
あ
る
土
木
遺
産
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

右／旧門司税関　左／門司麦酒煉瓦館　〇 福岡県北九州市 右／県政記念館（旧鹿児島県庁）　〇 鹿児島県鹿児島市
左／東京駅　〇 東京都千代田区
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奥
深
き
煉
瓦
積
み

ね
じ
り
ま
ん
ぽ

　
「
ま
ん
ぽ
」
と
は
ト
ン
ネ
ル
を
意
味
す
る
古
い

言
葉
で
、
明
治
時
代
の
土
木
技
術
を
物
語
る

貴
重
な
土
木
遺
産
で
す
。
高
架
橋
と
道
路
が

斜
め
に
交
わ
る
際
、
橋
への
荷
重
を
均
等
に
す

る
た
め
、
ア
ー
チ
部
分
の
煉
瓦
を
斜
め
に
積
み

上
げ
て
造
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ト
ン
ネ
ル
の
天
井

が
ね
じ
れ
て
見
え
る
の
が
名
前
の
由
来
で
す
。

　

九
州
電
気
軌
道
折
尾
3
連
橋
梁
は
ア
ー
チ

橋
で
九
州
電
気
軌
道（
現
在
の
西
日
本
鉄
道
）

が
大
正
3
年（
1
9
1
4
）に
黒
崎
、
折
尾
間

の
開
通
の
た
め
建
造
し
ま
し
た
。
橋
脚
と
橋

脚
の
間
の
ト
ン
ネ
ル
は
、
当
初
9
連
あ
り
ま
し

た
。
煉
瓦
と
鉄
道
の
黎
明
期
が
同
じ
こ
と
か

ら
、
煉
瓦
構
造
物
は
開
通
の
歴
史
を
今
に
伝

え
て
い
ま
す
。

九州電気軌道折尾 3 連橋梁
ねじりまんぽ
〇 福岡県北九州市

九州鉄道茶屋町橋梁
〇 福岡県北九州市
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熊
本
県
八
代
市
か
ら
人

吉
市
、
鹿
児
島
、
宮
崎

へ
と
通
じ
る
J
R
九
州

肥
薩
線
の
「
球
磨
川
第

一
橋
梁
」。
明
治
41
年

（
1
9
0
8
）に
架
設
さ

れ
、
小
断
面
部
材
を
組

み
合
わ
せ
た
ピ
ン
結
合
が

ト
ラ
ス
に
残
り
当
時
の
製

鋼
技
術
を
知
る
橋
で
す
。

　

球
磨
川
の
流
れ
に
逆

球磨川第一橋梁
アメリカ人 技 師クー
パーとシュナイダーが
設計し、アメリカン・ブ
リッジ社が 築 造した。
「1906 AMERICAN 
B R I D G E  C o .　
NEWYORK U.S.A」
の刻印がある。現存する
トランケート式は「球磨
川第二橋梁」とともに2
基のみ。列車は「なな
つ星 in 九州」

土
木
遺
産
の
鉄
道
旅

肥
薩
線

ら
わ
ぬ
よ
う
橋
脚
上
の
連

結
部
に
60
度
の
斜
角
が
つ

い
た
「
ト
ラ
ン
ケ
ー
ト（
切

詰
）式
」。
橋
脚
は
切
石

積
み
、
橋
台
部
が

瓦
に

よ
って
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

117 116

矢岳第一トンネル
ＪＲ九州肥薩線の中で最も長い延長
2096.17メートル。全体が 1000 分の
25 の勾配ということと、湧水が激しい
難工事だった。明治 42 年（1909）
に完成。熊本県側には、当時の逓
信大臣、山県伊三郎の「天険若夷

（てんけんじゃくい）」、また、宮崎県
側には、鉄道院総裁、後藤新平の

「引重致遠（いんじゅうちえん）」の
石額が入口上部に埋め込まれ、最大
の難所を克服した喜びと期待の大きさ
を表している
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九
州
の
鉄
の
歴
史
が

刻
ま
れ
た
橋
梁

　

大
正
13
年
（
1
9
2
4
）竣
工
の
「
立
野

橋
梁
」
は
、
熊
本
県
南
阿
蘇
村
を
走
る
南

阿
蘇
鉄
道
の
鉄
道
橋
で
す
。
白
川
水
系
立

野
川
に
架
か
り
、
構
造
は
鋼
プ
レ
ー
ト
ガ
ー

ダ
ー
上
路
橋
で
ト
レッスル
を
持
つ
橋
。「
第
一

白
川
橋
梁
」
の
建
設
の
た
め
の
、
6
5
0
ト

ン
を
超
え
る
鋼
材
と
架
設
機
材
を
運
び
ま

し
た
。　
　

　

南
阿
蘇
鉄
道
は
平
成
28
年
4
月
11
日
の

熊
本
地
震
に
よ
っ
て
甚
大
な
被
害
を
受
け
、

第
一
白
川
橋
梁
は
上
部
構
造
は
架
け
替
え
を

行
い
下
部
構
造
は
補
修
を
、
立
野
陸
橋
は

補
修
を
す
る
こ
と
で
今
後
の
災
害
に
耐
え
ら

れ
る
こ
と
が
分
か
り
、
ほ
ぼ
往
時
の
姿
の
ま

ま
全
線
開
通
の
日
を
待
つ
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
鋼
材
を
よ
く
観
察
す
る
と
、「
八
幡
製

鐵
所
」
の
文
字
が
、
ロ
ー
マ
字
で
確
認
で
き

ま
す
。
ま
さ
に
九
州
の
鉄
の
歴
史
が
刻
ま
れ

た
橋
梁
で
す
。　

熊本地震被災前の
第一白川橋梁
昭和2年（1927）に竣工したスパン
ドレル・ブレースト・バランストアー
チ橋。足場も組めない深い峡谷で、
両側から跳ね出して中央で閉合す
る「張り出し工法」は日本初だっ
た。昭和初期の鉄道省技術陣の
意気込みが伝わる橋梁
〇 熊本県菊池郡大津町
　 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野橋梁と立野ダム

橋脚は、厳しい斜面を抱き込むよ
うに立てられている。奥に見えるの
は建設中の立野ダム
〇 熊本県阿蘇郡南阿蘇村
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日
本
の
長
大
橋
の
原
点

西
海
橋
と

新
西
海
橋

　

か
つ
て
、
長
崎
県
の
西
彼
杵
半
島
は
陸
の
孤
島
と
呼
ば
れ
、
佐
世
保
方
面
へ
は
船

し
か
な
く
、
時
と
し
て
、
危
険
を
冒
し
て
日
本
三
大
急
潮
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る

針
尾
瀬
戸
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。　
　
　
　

　

悲
願
だ
っ
た
「
西
海
橋
」
は
、
昭
和
25
年（
1
9
5
0
）に
着
工
。
昭
和
30
年
に

日
本
初
の
海
峡
横
断
橋
と
し
て
完
成
し
ま
し
た
。「
東
洋
一
の
ア
ー
チ
橋
」と
い
わ
れ
、

関
門
橋
、
瀬
戸
大
橋
と
、
世
界
最
大
級
の
規
模
を
実
現
し
て
い
く
日
本
の
長
大
橋

の
出
発
点
と
な
っ
た
橋
で
す
。
九
十
九
島
や
五
島
列
島
が
西
海
国
立
公
園
に
指
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
西
海
橋
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

西
海
橋
の
美
し
さ
は
、
戦
後
の
物
資
が
な
い
中
で
鋼
材
を
節
約
し
な
が
ら
も
充
分

な
強
度
を
も
た
せ
た
こ
と
に
よ
る
、
そ
の
鉄
の
レ
ー
ス
を
思
わ
せ
る
繊
細
さ
で
す
。
流

れ
が
速
く
、
海
中
に
ケ
ー
ソ
ン（
基
礎
）と
支
柱
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
空

中
か
ら
の
ケ
ー
ブ
ル
操
作
に
よ
って
両
岸
か
ら
突
き
出
し
て
組
み
立
て
、
最
後
に
両
岸

か
ら
伸
び
た
ア
ー
チ
を
中
央
部
で
閉
合
す
る
と
い
う
工
法
が
と
ら
れ
ま
し
た
。

橋
の
美
を
愛
で
る
旅

　

西
海
橋
の
美
は
、
平
成
18
年
に
、「
新
西
海
橋
」
が
架
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

朝
夕
の
光
に
よ
る
変
化
や
、
下
か
ら
見
あ
げ
る
橋
と
渦
潮
の
迫
力
を
楽
し
む
、
橋
の

旅
と
も
い
え
る
絶
景
を
心
ゆ
く
ま
で
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

西海橋と新西海橋
朝夕の刻 と々変化する風景が印象的で
春は桜とヒラドツツジに彩られる
〇 長崎県佐世保市、西海市

右／夕日に映える新西海橋（手前）と西海橋
左／潮見公園から見る西海橋のトラス

120
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橋
の
た
も
と
の
駐
車
場
に
車
を
と
め
る

と
、
新
西
海
橋
の
橋
桁
の
下
に
遊
歩
道
が

あ
り
ま
す
。
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
見
る
真
下

の
渦
潮
に
隣
の
西
海
橋
、
さ
ら
に
見
渡
す

と
針
尾
無
線
塔
。大
正
11
年（
1
9
2
2
）

に
完
成
し
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
の
「
ニ
イ

タ
カ
ヤ
マ
ノ
ボ
レ
」が
発
信
さ
れ
た
と
い
う
、

1
3
5
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
3
本
の
塔
も

見
え
ま
す
。

　

ウ
ォ
ー
ク
デ
ッ
キ
で
繋
が
る
西
海
橋
の
歩

道
へ
進
む
と
、
橋
桁
の
上
は
な
ん
と
も
ス
リ

ルに
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

怪
獣
に
壊
さ
れ
た
日
本
一

　

そ
ん
な
西
海
橋
も
完
成
の
翌
年
、
日

本
初
の
総
天
然
色
怪
獣
映
画
『
空
の
大

怪
獣 

ラ
ド
ン
』（
東
宝
）で
、
撃
墜
さ
れ

た
ラ
ド
ン
の
衝
撃
波
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る

と
い
う
憂
き
目
に
あ
い
ま
す
。
日
本
一の
長

大
橋
と
し
て
白
羽
の
矢
が
た
っ
た
鮮
烈
す

ぎ
る
デ
ビュー
で
し
た
。　
　
　

　

朝
日
が
の
ぼ
る
頃
の
、
伊
ノ
浦
海
岸
か

ら
見
る
2
つ
の
橋
の
シルエッ
ト
に
、
サ
ン
セッ

ト
ロ
ー
ド
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
橋
か
ら
の
夕

日
の
眺
め
、
海
面
に
鏡
の
よ
う
に
映
る
夜
。

いつ
見
て
も
、
見
飽
き
ぬ
橋
の
旅
で
す
。

色
合
わ
せ
と

デ
ザ
イ
ン
の
調
和
は

橋
への
愛

西海橋を設計したのは、旧建設省の吉田巌氏。東
京大学工学部に在学中の論文「針尾瀬戸における
アーチ橋の応力計算」が、旧建設省の目にとまり、就
職が内定していたのを説得し、入省へとこぎつけ現場
に送り込んだ。現場監督とともに若手技術者による設
計。吉田氏は後に、瀬戸大橋にも携わっている
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3
分
の
船
旅
へ

天草五橋 　

熊
本
県
宇
土
半
島
の
三
角
か
ら
、
天
草
諸
島

の
大
矢
野
島
、
永
浦
島
、
池
島
、
前
島
を
経
て

天
草
上
島
を
結
ぶ
「
天
草
五
橋
」。
昭
和
41
年

（
1
9
6
6
）
9
月
24
日
に
開
通
し
ま
し
た
。

　

昭
和
11
年
（
1
9
3
6
）、
湯
島
出
身
で
熊
本

県
議
会
議
員
だ
っ
た
森
慈
秀
は
、
背
中
に
家
紋
を

あ
し
ら
っ
た
モ
ー
ニン
グ
ス
ー
ツ
を
羽
織
り
、
県
議
会

の
席
上
で
「
天
草
に
橋
を
架
け
よ
う
」
と
発
言

し
ま
し
た
。
日
本
に
は
ま
だ
天
草
諸
島
に
橋
を
架

け
る
ほ
ど
の
技
術
力
は
な
く
、「
ほ
ら
吹
き
の
誇

大
妄
想
狂
」
の
レッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の

執
念
は
実
を
結
び
、
昭
和
36
年
（
1
9
6
1
）
に

天草五橋
1 号橋（天門橋）は、三角と大矢野島を結び、五橋の中で最も
海面からの高さがある連続トラス橋。2 号橋（大矢野橋）は、大
矢野島と永浦島を結ぶベージュ色のアーチが特徴のランガートラ
ス橋。３号橋（中の橋）は永浦島と大池島を結ぶＰＣラーメン橋。
この 4 号橋（前島橋）は、大池島と前島を結び、五橋の中で
一番の長さ（510 ｍ）を誇るＰＣラーメン橋。5 号橋（松島橋）は、
前島と天草上島を結ぶ赤いパイプアーチ橋
〇 熊本県上天草市、宇城市

離
島
架
橋
の
夢

天
草
五
橋　

着
工
が
現
実
の
も
の
と
な
り
ま
す
。

　
「
天
草
架
橋
期
成
会
設
立
趣
意
書
」に
は
「
離

島
で
あ
る
た
め
に
産
業
、
経
済
、
文
化
、
教
育

等
あ
ら
ゆ
る
面
に
於
い
て
退
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

天
与
の
資
源
も
美
観
、
景
観
も
広
く
天
下
に
利

用
さ
れ
な
い
こ
と
は
独
り
島
民
の
不
幸
ば
か
り
で
な

く
、
国
家
的
損
失
で
あ
る
と
申
さ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
て
構
造
も
デ
ザ
イ
ン

も
違
う
現
場
に
、
全
国
か
ら
集
っ
た
技
術
者
た
ち
。

そ
の
事
業
費
は
32
億
円
で
、
有
料
橋
と
し
て
39

年
で
の
償
還
予
定
で
し
た
が
、
天
草
パ
ー
ル
ラ
イ
ン

は一
大
観
光
地
と
な
り
、
島
の
暮
ら
し
も
一
変
し
、

わ
ず
か
9
年
で
償
還
完
了
し
無
料
に
。

　

天
草
五
橋
の
完
成
は
、
離
島
架
橋
の
希
望
と

な
り
、
幕
開
け
だ
っ
た
の
で
す
。
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若
戸
大
橋
を

下
か
ら
見
る

若
戸
渡
船
の
旅

　

福
岡
県
北
九
州
市
の
洞
海
湾
に
架
か
る
「
若
戸
大
橋
」
に
は
モ
デ
ル
が
あ
り
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
デ
ルフ
ィ
ア
と
カ
ム
デ
ン
の
間
に
架
か
る
「
ウ
ォル
ト・ホ
イ
ッ
トマン
橋
」。
ウ
ォ

ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マン
は
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
が
生
ん
だ
代
表
的
詩
人
の
ひ
と
り
。「
ど
ん
な
困

難
で
あ
ろ
う
と
、
人
が
最
後
ま
で
克
服
で
き
な
い
も
の
は
決
し
て
な
い
」
と
い
う
詩
の一
節
が
、

ま
だ
見
ぬ
も
の
に
挑
戦
し
て
き
た
架
橋
の
歴
史
と
重
な
り
ま
す
。

　

昭
和
12
年
（
1
9
3
7
）
か
ら
、
福
岡
県
で
は
「
洞
海
湾
ト
ン
ネ
ル
」
が
計
画
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
戦
争
に
よ
って
中
止
と
な
り
、
昭
和
25
年
（
1
9
5
0
）
に
五
市
合
併
（
後
の
北
九

州
市
）
の
機
運
の
高
ま
り
と
、
有
料
道
路
を
認
め
る
「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
」
が
で
き

た
こ
と
に
よ
って
橋
の
構
想
へ
と
変
わ
り
ま
す
。
当
初
は
ア
ー
チ
橋
（
西
海
式
）
を
か
け
よ
う
と

考
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
船
の
交
通
量
や
地
質
、
長
さ
か
ら
断
念
し
、
後
の
本
州
と
四
国
を
結

ぶ
技
術
の
糸
口
を
掴
む
た
め
に
も
と
、
吊
り
橋
と
な
り
、
昭
和
34
年
（
1
9
5
9
）に
悲
願
の

起
工
式
を
迎
え
ま
し
た
。

　
東
京
タ
ワ
ー
の
5
倍
の
鋼
材

　

1
万
ト
ン
ク
ラ
ス
の
貨
物
船
が
洞
海
湾
に
入
る
た
め
の
高
さ
85
メ
ー
ト
ル
の
主
塔
、
技
術
の

粋
を
集
め
た
ケ
ー
ブ
ル
と
ハン
ガ
ー
ロ
ー
プ
、
吊
橋
部
6
2
7
メ
ー
ト
ル
の
橋
桁
と
、
そ
の
鋼
材

は
2
万
1
千
ト
ン
。
実
に
東
京
タ
ワ
ー
の
お
よ
そ
5
倍
も
の
鋼
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
コン
ク

リ
ー
ト
は
ト
ラ
ッ
ク
6
万
台
分
。
48
メ
ー
ト
ル
の
戸
畑
側
の
橋
台
に
は
、
コン
ク
リ
ー
ト
の
枠
を
ス

若戸大橋と若戸渡船
設計当初の色名はカドミウム・レッド。架橋技術審議
会の審美分科会で決められた。工業地帯だからと鉛
色や小豆色という意見もあったが、玄海国定公園の
入口として赤に。そんないきさつを知らない地元の人び
とは、稲荷神社の鳥居の色を思い浮かべたという
〇 福岡県北九州市

3
分
の
船
旅
へ

ウォルト・ホイットマン橋
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上／中間橋脚ケーソンで高圧と湧水に悩まされながらの海中作業
右下／エアー・ハンマーによる作業
左下／海上100メートルでのガイドロープ取り付け
写真提供／毎日新聞社
毎日グラフ臨時増刊号 1962・5/5　若戸大橋完成記念号

ラ
イ
ド
し
て
あ
げ
て
い
く
、
ダ
ム
工
事
で
よ
く
行
わ
れ
る
ス
ラ
イ

ド
フ
ォ
ー
ム
工
法
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

海
中
の
橋
台
基
礎
工
事
に
は
、日
本
初
の
ニュー
マチ
ッ
ク
ケ
ー

ソ
ン
工
法
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
高
気
圧
の
ケ
ー
ソ
ン
内
で
土

砂
を
運
び
出
す
に
つ
れ
ケ
ー
ソ
ン
は
沈
下
し
ま
す
。
海
の
底
、

さ
ら
に
地
下
20
数
メ
ー
ト
ルへ
と
沈
下
さ
せ
る
た
め
に
、
土
砂
を

掘
る
の
は
人
。
す
さ
ま
じ
い
高
圧
と
た
え
ず
襲
って
く
る
湧
水
、

潜
水
病
の
危
険
と
、
命
を
か
け
た
作
業
で
し
た
。

　
日
本
の
土
木
工
学
の
粋
が
結
集

　

初
め
て
の
工
事
ゆ
え
に
試
作
と
テ
ス
ト
も
繰
り
返
さ
れ
、
日

本
の
土
木
工
学
の
粋
を
集
め
た
技
術
陣
の
も
と
で
工
事
は
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

設
計
で
要
求
さ
れ
た
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
の
条
件
は
3
万
ト
ン

の
重
量
に
耐
え
ら
れ
る
こ
と
。
当
初
、
国
産
で
は
不
可
能
と

さ
れ
ま
し
た
が
、
東
京
製
綱
が
直
径
5
ミ
リ
の
鋼
線
を
よ
り

あ
わ
せ
た
直
径
61
ミ
リ
の
ロ
ー
プ
を
55
本
、
36
ミ
リ
の
ロ
ー
プ
を

6
本
を
束
ね
、
さ
ら
に
鋼
線
で
巻
い
た
総
重
量
6
7
0
ト
ン
の

ケ
ー
ブ
ル
を
造
り
上
げ
ま
し
た
。
ケ
ー
ブ
ル
を
渡
す
橋
塔
は
80

メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
対
し
8
ミ
リ
の
狂
い
も
許
さ
れ
ず
、
日
立
造

船
は
8
ブ
ロッ
ク
に
分
け
た
橋
塔
を
寸
分
の
狂
い
も
な
く
積
み

上
げ
、
見
事
条
件
を
ク
リ
ア
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
東
洋
一の

吊
り
橋
「
若
戸
大
橋
」は
、
昭
和
37
年
（
1
9
6
2
）9
月
に

完
成
。
現
在
は
4
車
線
と
な
っ
て
歩
道
は
姿
を
消
し
ま
し
た

が
、
ト
ン
ネ
ル
構
想
の
頃
か
ら
唯
一の
足
だ
っ
た
「
若
戸
渡
船
」

に
乗
る
と
、
橋
の
壮
大
な
姿
に
心
打
た
れ
ま
す
。

　

そ
の
赤
は
、
関
わ
っ
た
1
0
0
万
人
の
技
術
者
と
工
事
関

係
者
の
情
熱
の
色
で
す
。

竣工行事で若戸音頭を踊る



131 130

当時としては貴重なカラーフィルムで撮影された
工事中の若戸大橋
写真提供／毎日新聞社

鉄
都
の
誇
り
を
か
け
た

深
紅
の
大
動
脈
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令和 5 年に還暦を迎える関門橋
〇 福岡県北九州市

西
海
橋
、
若
戸
大
橋

そ
し
て
関
門
橋

　

本
州
と
九
州
を
隔
て
る
関
門
海
峡
、
そ
の

幅
が
最
も
狭
い
「
早は

や
と
も鞆

の
瀬
戸
」
は
、
中
世

は
壇
ノ
浦
の
合
戦
の
舞
台
と
な
り
、
江
戸
時

代
は
参
勤
交
代
の
海
路
で
し
た
。

　

狭
い
上
に
S
字
に
カ
ー
ブ
し
た
関
門
海
峡
は

潮
も
速
く
、一日
に
4
回
も
流
れ
を
変
え
、
平

均
5
0
0
隻
の
船
が
往
来
す
る
こ
と
か
ら
、

熟
練
し
た
船
乗
り
で
も
航
海
が
難
し
い
世
界

的
な
航
行
の
難
所
で
、「
関
門
マ
ー
チ
ス
」
が

無
線
交
信
を
行
い
な
が
ら
、
船
の
安
全
を
守
っ

て
い
ま
す
。

直
径
5
ミ
リ
の
鋼
線
か
ら

　
「
関
門
橋
」
は
、
そ
の
最
狭
部
の
下
関
市

壇
之
浦
と
北
九
州
市
門
司
区
門
司
を
結
ぶ

海
上
橋
で
、
昭
和
48
年
（
1
9
7
3
）
に
開

通
。
橋
長
1
0
6
8
メ
ー
ト
ル
、
最
大
支
間

長
7
1
2
メ
ー
ト
ル
は
、若
戸
大
橋
を
し
の
ぎ
、

当
時
の
東
洋
最
長
の
吊
橋
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
命
綱
と
な
る
メ
イ
ン
ケ
ー
ブ
ル
の
お

お
も
と
は
、
若
戸
大
橋
と
同
じ
直
径
5
ミ

リ
の
鋼
線
。
そ
れ
を
平
行
に
91
本
束
ね
て

正
六
角
形
の
ス
ト
ラ
ン
ド
を
つ
く
り
、
さ
ら

に
そ
の
1
5
4
本
を
平
行
に
束
ね
、
長
さ

1
1
6
0
メ
ー
ト
ル
の
メ
イ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
つ

く
る
と
い
う
プ
レハブ
ス
ト
ラ
ン
ド
工
法
を
世
界

で
初
め
て
用
い
ま
し
た
。
若
戸
大
橋
で
、
各

工
法
の
調
査
研
究
が
な
さ
れ
、
メ
イ
ン
ケ
ー

ブ
ル
の
基
礎
を
築
い
て
い
た
か
ら
挑
戦
で
き
た

の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
使
わ
れ
た
鋼
線

は
1
万
4
0
1
4
本
。
お
よ
そ
地
球
4

分
の
3
周
分
に
あ
た
り
ま
す
。

　

橋
台
に
か
か
る
引
張
力
は
約
3
万
ト
ン
。

本
四
連
絡
橋
を
念
頭
に
培
わ
れ
た
関
門
橋

の
技
術
が
、
因
島
大
橋
へ
と
移
転
さ
れ
、

大
鳴
門
橋
や
瀬
戸
大
橋
を
経
て
、
明
石
海

峡
大
橋
や
来
島
大
橋
へ
。

　

西
海
橋
、
若
戸
大
橋
と
と
も
に
、
そ
の

後
に
続
く
日
本
の
長
大
橋
の
先
駆
け
と
な
り

ま
し
た
。
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の

何でできているか
考える

土木遺産な旅の
ポイント 　4

世
界
初
、
日
本
一の
リ
レ
ー

　

ど
ん
な
材
料
で
、
ど
ん
な
技
術
で
で
き
て
い
る
ん
だ
ろ
う
？

　

そ
う
興
味
を
も
って
眺
め
て
、
調
べ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
土
木
遺
産
の

材
料
と
技
術
を
知
る
こ
と
。
そ
し
て
、
九
州
の
石
炭
と
鉄
の
歴
史
的
背
景

に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。

　

九
州
の
土
木
遺
産
が
、
そ
の
当
時
に
世
界
初
、
日
本
一だ
っ
た
も
の
が
多

い
訳
は
、
九
州
で
試
さ
れ
、
気
候
条
件
の
厳
し
い
本
州
へ
と
技
術
移
転
さ

れ
た
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
州
と
九
州
を
隔
て
る
海
峡
、
離
島
や

地
形
的
に
陸
の
孤
島
と
い
わ
れ
る
地
域
が
数
多
く
あ
る
九
州
で
悲
願
だ
っ

た
橋
な
ど
は
、「
橋
は
西
か
ら
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
土
木
技
術
と
技
術

者
を
育
て
る
役
目
も
担
って
き
ま
し
た
。

　
一
方
で
補
修
や
管
理
な
ど
使
い
続
け
る
技
術
が
磨
か
れ
て
い
る
九
州
。
現

役
で
頑
張
っ
て
い
る
土
木
遺
産
に
出
会
っ
た
ら
、
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
眺
め

て
、
発
見
の
旅
を
楽
し
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

一
番
向
こ
う
は

逆
ラ
ン
ガ
ー
ア
ー
チ
構
造

高
さ
1
1
5
メ
ー
ト
ル
で
日
本
一
！

高
千
穂
三
代
橋
は

石
、
鉄
、
コン
ク
リ
ー
ト

ア
ー
チ
橋
の
歴
史
で
す
ね

高千穂三代橋
大正時代は木橋で、昭和 22 年（1947）
に石橋となった神橋（しんばし）。高千穂
大橋は鋼上路アーチ橋、神都高千穂大
橋はコンクリートアーチ橋
〇 宮崎県西臼杵郡高千穂町
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龍門司坂（たつもんじざか）
旧大口筋の石畳で、寛永 12 年（1635）に着工し、石
は近くの樋ノ迫山から切り出され 100 年あまり後に
完成したと言われる。全長は 1500 メートルのうち現
在は 487 メートルが当時の姿を残している。薩摩藩
の経済・文化に大いに関与し、明治 10 年（1877）の
西南の役では、西郷隆盛率いる薩軍が、この坂道を
通って熊本へ向かった
〇 鹿児島県姶良市

原
型
と

変
遷
を

た
ど
る
旅

旧
街
道
は
土
木
遺
産
で
す
。
自
動
車
が

登
場
す
る
ま
で
の
そ
の
原
型
と
変
遷
を
、

想
像
力
を
働
か
せ
て
た
ど
り
ま
す
。
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参
勤
交
代

関
門
海
峡
を
渡
る

　

周
防
灘
に
沿
っ
て
大
分
県
中
津
を
結
ぶ
「
中
津
街

道
」、
玄
界
灘
沿
岸
か
ら
博
多
・
唐
津
へつ
な
が
る
「
唐

津
街
道
」、
筑
後
久
留
米
を
最
短
で
結
ぶ
「
秋
月
街

道
」、海
外
と
の
唯
一の
窓
口
で
あ
る
肥
前
長
崎
を
結
ぶ

「
長
崎
街
道
」、
本
州
へ
の
渡
海
地
大
里
宿
へ
と
つ
な

が
る
「
門
司
往
還
」
な
ど
の
諸
街
道
す
べ
て
、
福
岡

県
北
九
州
市
小
倉
に
今
も
残
る
「
常
盤
橋
」
が
起
・

終
点
で
し
た
。

大
賑
わ
い
の
常
盤
橋
界
隈

　

寛
永
12
年
（
1
6
3
5
）、
諸
大
名
統
制
の
法
「
武

家
諸
法
度
」
が
改
訂
さ
れ
、、
三
代
将
軍
家
光
に
よ
っ

て
参
勤
交
代
が
制
度
化
さ
れ
る
と
、
五
街
道
の
要
衝

で
あ
る
小
倉
の
城
下
町
は
、
た
いへん
な
賑
わ
い
と
な
り

ま
し
た
。
各
藩
の
本
陣
宿
が
あ
り
、
諸
藩
の
世
話
は

小
倉
商
人
が
当
た
って
い
ま
し
た
。

　

常
盤
橋
の
左
岸
北
側
に
は
港
が
あ
り
、『
西
国
内

海
名
所
一
覧
』
に
は
、
灯
台
の
も
と
と
な
っ
た
「
常
夜

灯
」が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
筑
前
門
口
か
ら
小
倉
に
入
っ

て
常
盤
橋
を
渡
り
、
東
曲
輪
の
宿
屋
に
落
ち
着
い
て
、

難
所
「
早
鞆
の
瀬
戸
」
の
潮
待
ち
を
し
、
再
び
常
盤

橋
を
渡
っ
て
馬
関
（
現
在
の
下
関
市
）
行
き
の
船
に
乗

る
の
が
常
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
カ
ピ
タ
ン（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

で
商
館
長
）一
行
も
、
将
軍
へ
の
献
上
品
を
持
ち
、

1
0
0
名
程
の
行
列
で
、
毎
年
江
戸
参
府
を
繰
り
返

し
ま
し
た
。
江
戸
初
期
の
元
禄
4
年
（
1
6
9
1
）

に
、『
日
本
誌
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
出
島
の
三

学
者
の一
人
ケ
ンペル
、
後
期
の
文
政
9
年（
1
8
2
6
）

に
は
ド
イ
ツ
人
医
師
で
博
物
学
者
の
シ
ー
ボ
ル
ト
が
、

江
戸
参
府
に
随
行
し
、
街
道
の
様
子
を
伝
え
る
貴
重

な
旅
行
記
を
残
し
て
い
ま
す
。

『西国内海名所一覧』　五雲亭貞秀（1807-1879）
初代歌川国貞の門人で、江戸後期から明治にかけての
浮世絵師。横浜絵など鳥瞰図を描いたことで知られる
北九州市立自然史・歴史博物館 所蔵
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エン
ゲ
ルベル
ト・ケ
ンペル
は
『
日
本
誌
』
の
第
五
章
で
、

「
街
道
を
旅
行
し
、
街
道
筋
で
生
計
を
立
て
て
い
る

人
々
の
群
れ
」
と
題
し
て
、
参
勤
交
代
に
つ
い
て
記
し

て
い
ま
す
。

『
こ
の
国
の
街
道
に
は
毎
日
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
人

間
が
お
り
、
私
は
東
海
道
を
四
度
も
通
っ
た
の
で
、
そ

の
体
験
か
ら
注
目
す
べ
き
も
の
を
挙
げ
よ
う
。

大
小
名
、
彼
ら
は一
年
の
う
ち
に
街
道
を
行
き
来
す
る
。

つ
ま
り一
定
の
時
期
に
江
戸
城
に
伺
候
し
、
そ
し
て
再

び
江
戸
か
ら
帰
る
。
二
度
通
う
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は

身
分
や
財
力
の
許
す
限
り
立
派
な
行
列
を
作
る
。
そ

れ
ゆ
え
最
も
大
き
い
大
名
は
数
日
の
行
程
に
渡
っ
て
街

道
を
満
た
す
の
で
あ
る
。
大
名
の
行
列
は
二
千
前
後
、

小
名
の
行
列
は
そ
の
半
数
。
そ
れ
ゆ
え一か
月
前
に
は

宿
所
や
宿
場
を一
定
の
日
数
で
予
約
さ
せ
、
近
い
う
ち

に
通
過
す
る
こ
と
を
す
べ
て
の
村
や
町
に
知
ら
せ
る
。

行
列
が
進
む
と
き
、一
部
の
従
者
を
除
け
ば
、
み
な
黒
一

色
の
絹
布
の
服
を
着
て
歩
き
、
実
に
規
則
正
し
い
み
ご

と
な
秩
序
を
保
ち
、
こ
ん
な
に
大
勢
の
集
団
が
騒
音
も

立
て
ず
に
し
ず
し
ず
と
進
ん
で
い
く
有
様
は
、
誠
に
不

思
議
で
称
賛
に
値
す
る
。』

　
第
6
分
冊
で
は
「
西
海
道
」
に
つい
て
ふ
れ
、
身
分

の
高
い
人
が
通
る
と
き
に
は
道
を
掃
き
清
め
、
特
に
将

軍
や
奉
行
が
通
る
場
合
は
、
道
路
脇
に
休
憩
小
屋
を

建
て
る
こ
と
、
そ
し
て
、
街
道
の
子
ど
も
た
ち
の
様
子

を
生
き
生
き
と
伝
え
て
い
ま
す
。

『
か
れ
ら
は
、
毎
日
落
ち
る
木
の
枝
葉
や
松
ぼ
っ
く
り
な

ど
を
か
き
集
め
て
燃
料
と
し
、
あ
ち
こ
ち
で
集
め
て
も

不
足
し
が
ち
な
薪
の
補
い
に
す
る
。
子
ど
も
ら
は
、
馬

の
尻
を
追
う
よ
う
に
つい
て
行
き
、
馬
が
糞
を
す
る
と
、

ま
だ
温
か
い
う
ち
に
か
き
集
め
、
自
分
ら
の
畑
へ
持
って

い
く
。』

エン
ゲ
ルベル
ト
・
ケ
ンペル
『
日
本
誌
』

H
istoria Im

perii Japonici　

元
禄
4
年
（
1
6
9
1
）

『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』（
訳
者
・
斉
藤
信
）
よ
り
引
用　

日本列島を踏破し、日本地図をつくった伊能忠敬も文
化 6 年（1809）暮れに常盤橋東の大坂屋へ泊まり、
以降 4 年の間に五街道を測量している

『西国内海名所一覧』〈部分〉　
五雲亭貞秀（1807-1879）
北九州市立自然史・歴史博物館 所蔵

二
千
人
の
行
列
も
あ
っ
た

船
で
の
大
移
動

140
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街
道
を
銘
菓
で
た
ど
る

シュガ
ー
ロ
ー
ド

　

鎖
国
時
代
、
西
洋
と
の
唯
一の
窓
口
で
あ
っ
た
出
島
に

陸
揚
げ
さ
れ
た
砂
糖
は
、
小
倉
へ
と
続
く
長
崎
街
道
に
よ

り
運
ば
れ
ま
し
た
。
街
道
沿
い
に
は
羊よ

う
か
ん羹

や
、
金
平
糖
な

ど
貴
重
だ
っ
た
砂
糖
を
贅
沢
に
使
っ
た
銘
菓
が
多
く
、
別

名
「
シュガ
ー
ロ
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
「
か
す
て
ら
饅
頭
」
は
、
鶏
卵
、
蜂
蜜
な
ど
長
崎
の
カ

ス
テ
ラ
と
同
じ
材
料
で
皮
を
つ
く
り
、
白
あ
ん
を
包
み
込
ん

で
焼
い
た
大
牟
田
銘
菓
で
す
。
明
治
時
代
、
菓
子
屋
の

主
人
が
、
長
崎
の
カ
ス
テ
ラ
の
甘
さ
と
風
味
に
魅
了
さ
れ
、

饅
頭
に
で
き
な
い
か
と
考
え
、
で
き
た
の
が
か
す
て
ら
饅
頭

で
し
た
。

　

炭
鉱
夫
た
ち
は
、
坑
道
か
ら
あ
が
っ
て
き
て
、
タ
バコ
よ

り
も
酒
よ
り
も
、
ま
ず
甘
い
も
の
を
好
ん
で
食
べ
た
と
い
い

ま
す
。
地
の
底
か
ら
今
日
も
生
き
て
帰
って
く
る
こ
と
が
で

き
た
喜
び
だ
っ
た
か
す
て
ら
饅
頭
。
大
牟
田
発
祥
の
銘
菓

と
し
て
今
も
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

関
門
海
峡
を
渡
り

峠
を
越
え
た
象

　

こ
の
街
道
を
通
って
、
何
が
運
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

享
保
13
年
（
1
7
2
8
）、
将
軍
徳
川
吉
宗
へ
献
上
す
る

た
め
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
や
っ
て
き
た
象
は
、
長
崎
か
ら
江
戸
ま
で
約

1
4
0
0
キ
ロ
、
75
日
も
の
道
の
り
を
、
ふ
た
り
の
象
使
い
を

含
む
一
行
と
歩
い
て
旅
し
ま
し
た
。
享
保
14
年
（
1
7
2
9
）

3
月
に
長
崎
を
出
発
、
矢
上
峠
も
一
度
は
す
べって
引
き
返
し

な
が
ら
も
越
え
、
関
門
海
峡
も
船
を
繋
い
で
そ
の
上
に
台
を
置

い
て
象
を
乗
せ
、
渡
り
ま
し
た
。
行
く
先
々
は
珍
獣
を一
目
見

よ
う
と
見
物
人
で
あ
ふ
れ
か
え
り
、
象
の
小
屋
や
餌
の
準
備
で

各
宿
は
大
騒
動
。
4
月
に
京
都
に
到
着
し
中
御
門
天
皇
に
上

覧
し
、
天
下
の
険
、
箱
根
峠
で
は
5
日
間
寝
込
み
な
が
ら
も
、

5
月
に
無
事
江
戸
へ
到
着
し
ま
す
。
吉
宗
は
象
を
江
戸
城
に

召
し
、
無
事
に
対
面
し
た
の
で
し
た
。
一
行
の
安
堵
は
ど
れ
ほ

ど
だ
っ
た
こ
と
か
。

　

長
崎
街
道
は
、
孔く

じ
ゃ
く雀

や
駱ら

く
だ駝

も
通
っ
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。

街
道
は
未
知
な
る
文
化
の
大
動
脈
だ
っ
た
の
で
す
。

大牟田が発祥の地
かすてら饅頭

長
崎
街
道

象
と
砂
糖
の
物
語

上／ポルトガルから伝来した金平糖
下／中国伝来の技法で寒天を用いた小城羊羹

象の形態などあらゆることをまとめた初の本
『象志』　享保 14年（1729）
国立国会図書館 所蔵
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【
公
儀
普
請
】

　

慶
長
6
年（
1
6
0
1
）、
関
ヶ
原
の
戦

い
で
覇
権
を
握
っ
た
徳
川
家
康
は
、
諸
国

の
大
名
に「
公
儀
普
請（
こ
う
ぎ
ふ
し
ん
）」

を
命
じ
ま
す
。

　

公
儀
普
請
と
は
、
諸
大
名
の
労
力
と
費

用
に
よ
っ
て
、
江
戸
城
や
城
下
町
を
整
備

す
る
と
い
う
も
の
で
、
元
は
織
田
信
長
の

安
土
城
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
、
豊
臣

政
権
で
は
大
阪
城
、
名
護
屋
城
、
伏
見
城

な
ど
が
築
城
さ
れ
ま
し
た
。
石
高
に
応
じ

て
人
足
や
石
な
ど
の
材
の
提
供
を
し
、
九

州
の
諸
大
名
も
江
戸
城
や
名
護
屋
城
の
建

築
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

普
請
と
は
土
木
工
事
で
、
今
で
い
う
と

公
共
工
事
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
築
城

以
外
に
も
河
川
改
修
や
、
街
道
の
拡
幅
や

一
里
塚
の
設
置
、
宿
場
の
整
備
な
ど
の

「
手
伝
普
請
」も
あ
り
、
費
用
は
す
べ
て
大

名
持
ち
で
し
た
。
忠
義
の
証
で
あ
り
、
財

政
を
減
ら
し
勢
力
を
そ
ぐ
こ
と
も
目
的

だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
名
が

持
ち
帰
っ
た
土
木
技
術
が
各
地
の
城
と
城

下
町
、
街
道
の
整
備
に
繋
が
り
、
そ
の
後

2
6
0
年
の
天
下
泰
平
の
世
の
礎
と
な
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

旧
街
道
の

見
ど
こ
ろ
キ
ー
ワ
ー
ド

【
街
道
】

　

慶
長
9
年
（
1
6
0
4
）、
二
代
将
軍
秀
忠

は
、東
海
道
、日
光
街
道
、奥
州
街
道
、中
山
道
、

甲
州
街
道
の
整
備
に
続
き
、
諸
国
に
も
道
を

つ
く
る
べ
き
と
い
う
布
令
を
出
し
ま
す
。

　

九
州
で
は
、
長
崎
街
道
、
唐
津
街
道
、
秋

月
街
道
、日
田
街
道
、中
津
街
道
、薩
摩
街
道
、

豊
後
街
道（
大
分
側
か
ら
は
肥
後
街
道
）、
日

向
街
道
の
8
つ
の
街
道
が
藩
に
よ
っ
て
整
備

さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

明
治
維
新
に
よ
り
幕
藩
体
制
が
崩
壊
し
た

後
も
、
街
道
は
新
政
府
に
よ
っ
て
国
道
や
県

道
の
経
路
に
指
定
さ
れ
、
そ
の
道
筋
の
多
く

は
一
般
国
道
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

【
参
勤
交
代
】

　

参
勤
交
代
と
は
、
三
代
将
軍
家
光
が
「
武

家
諸
法
度
」
の
改
訂
で
義
務
化
し
、
原
則
と

し
て
諸
大
名
を
1
年
交
替
で
江
戸
と
国
も
と

に
住
ま
わ
せ
、
妻
子
は
江
戸
に
常
住
さ
せ
ま

し
た
。

　

街
道
の
要
所
に
関
所
を
置
い
て
取
り
締
ま

り
ま
し
た
。「
入
鉄
砲
出
女
」と
い
い
、
江
戸

に
武
器
が
入
っ
て
く
る
こ
と
、
参
勤
交
代
制

度
の
た
め
に
江
戸
に
住
ま
わ
せ
た
諸
大
名
の

妻
子
が
江
戸
か
ら
脱
出
し
な
い
よ
う
厳
し
く

監
視
さ
れ
ま
し
た
。

【
峠
】

　

箱
根
駅
伝
で
、最
大
の
難
所
と
い
え
ば
「
峠

越
え
」。
峠
と
は
、
山
道
を
の
ぼ
り
つ
め
、
そ

こ
か
ら
降
り
て
い
く
場
所
で
す
。
険
し
さ
を

表
す
単
位
に
斜
度
が
あ
り
、
豊
後
街
道
は
阿

蘇
の
二
重
峠
、
長
崎
街
道
は
日
見
峠
が
九
州

の
街
道
き
っ
て
の
難
所
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

【
宿
】

　
「
し
ゅ
く
」と
読
み
、
宿
場
町
を
意
味
し
ま

す
。
慶
長
6
年（
1
6
0
1
）、
徳
川
家
康
は

「
宿
駅
伝
馬
制
度
」を
つ
く
り
、
江
戸
と
京
の

間
に
53
の
宿
駅
を
設
置
し
、人
足
と
伝
馬
（
て

ん
ま
）を
配
し
、
幕
府
公
用
の
信
書
や
荷
物
の

運
搬
に
あ
た
ら
せ
ま
し
た
。
こ
れ
が
東
海
道

五
十
三
次
で
す
。

　

人
と
も
の
が
行
き
交
い
、
明
治
以
降
の
鉄

道
の
普
及
に
よ
っ
て
交
通
事
情
が
変
わ
る
ま

で
、
商
家
町
と
し
て
大
い
に
繁
栄
し
た
宿
も

多
く
、
九
州
の
街
道
や
往
還
沿
い
に
も
、
往

時
の
賑
わ
い
を
感
じ
さ
せ
る
建
造
物
や
街
並

み
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
札
の
辻
】

　

幕
府
や
藩
が
決
め
た
法
度
や
掟
書
を

木
の
板（
高
札
）に
書
き
、
人
目
を
ひ
く

よ
う
高
く
掲
げ
た
場
所
の
こ
と
。
街
道

の
距
離
の
起
点
と
な
る
「
里
程
元
標
（
り

て
い
げ
ん
ぴ
ょ
う
）」
と
し
て
街
道
の
起
点

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
も
地
名
と
し

て
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

【
一
里
】

　

尺
貫
法
に
よ
る
長
さ
の
単
位
で
、
豊

臣
秀
吉
が
そ
れ
ま
で
曖
昧
だ
っ
た
一
里

を
三
六
町
、
約
3.
9
3
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
と
し
て
統
一
。
普
通
の
足
取
り
で
約

1
時
間
で
歩
け
る
距
離
で
、
街
道
の
両

側
に
は
一
里
ご
と
に
、
土
盛
り
の
上
に

エ
ノ
キ
や
松
が
植
え
ら
れ
た
「
一
里
塚
」

が
設
置
さ
れ
、
街
道
を
行
く
旅
人
た
ち

の
目
印
に
し
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
一
町
は
1
0
9
メ
ー
ト
ル
。

町
を
略
記
し
て
「
丁
」を
使
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
、「
丁
場
」
は
宿
場
と
宿
場
の
間

の
距
離
を
意
味
し
、
長
い
旅
か
ら
、
時

間
が
か
か
る
こ
と
を
長
丁
場
と
い
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

【
里
数
木
】

　

一
里
塚
に
植
え
ら
れ
た
エ
ノ
キ
な
ど

の
樹
木
の
こ
と
を「
里
数
木（
り
す
う
ぎ
）」

と
い
い
ま
す
。
豊
後
街
道
に
も
札
の
辻

を
起
点
と
し
て
一
里
ご
と
に
あ
り
ま
し
た

が
、
現
存
す
る
の
は
龍
田
の
二
里
木
の
み
。

枯
死
し
た
と
思
わ
れ
た
先
代
の
幹
か
ら
芽

吹
い
て
復
活
し
、
地
域
で
大
切
に
守
ら
れ

て
い
ま
す
。

【
構
口
】

　
「
構
口（
か
ま
え
ぐ
ち
）」
は
宿
場
町
の

出
入
り
口
の
門
塀
で
、
木
戸
と
番
所
小
屋

が
昼
夜
交
替
で
詰
め
、
旅
人
を
監
視
し
て

い
ま
し
た
。
土
台
の
石
垣
が
残
る
ま
ち
は
、

宿
場
町
の
面
影
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

【
茶
屋
】

　

街
道
筋
に
あ
っ
た
休
憩
所
の
こ
と
。
お

茶
や
甘
味
を
出
す
「
水
茶
屋
」
の
ほ
か
、

宿
場
に
は
「
料
理
茶
屋
」
や
「
相
撲
茶
屋
」

な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
難
所
の
峠
の
茶
屋

跡
に
は
、
旅
人
た
ち
の
一
服
の
逸
話
が
語

り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

【
本
陣
】

　

身
分
の
高
い
大
名
や
旗
本
、
幕
府
の
役
人

な
ど
が
、
休
憩
や
宿
泊
に
使
う
「
御
茶
屋
」

を
「
本
陣
」と
い
い
、
表
門
や
式
台
付
玄
関

な
ど
を
備
え
て
い
ま
し
た
。「
旅
籠（
は
た
ご
）」

は
旅
人
に
食
事
を
提
供
す
る
宿
の
こ
と
。

　

も
と
も
と
馬
に
乗
っ
て
旅
を
す
る
と
き
に

餌
を
い
れ
る
籠
を
意
味
す
る
言
葉
だ
っ
た
も

の
が
、
旅
人
の
食
事
を
表
す
よ
う
に
な
り
、

食
事
を
提
供
す
る
宿
を
旅
籠
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
旅
館
の
原
点
で
す
。

【
桝
形
】

　
「
桝
形（
ま
す
が
た
）」は
、
敵
が
来
た
時
に

一
度
に
見
通
せ
ぬ
よ
う
、
二
度
直
角
に
曲
げ

た
道
。
出
会
っ
た
ら
、
昔
の
街
道
の
ま
ま
で

あ
る
証
で
す
。
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大名行列の錦絵

『花廾曙錦の行烈』　
歌川広重（二代）画　安政4年（1857）
江戸東京博物館 所蔵
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土木の神様　
加藤清正
熊本大学大学院 先端科学研究部　
准教授　田中　尚人
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遺
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ト

149

　

謎
が
多
く
、
颯
爽
と
熊
本
に
現
れ
、
今

な
お
多
く
の
熊
本
の
人
び
と
か
ら
「
清せ

い
し
ょ
こ

正
公

さ
ん
」
と
親
し
み
を
込
め
て
呼
ば
れ
、
梶
尾

真
治
さ
ん
の
S
F
小
説
『
黄
泉
が
え
り 

again

』
に
も
登
場
し
て
し
ま
う
加
藤
清
正

は
、
人
び
と
に
「
土
木
の
神
様
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

　

加
藤
清
正
は
、
永
禄
5
年
（
1
5
6
2
）

6
月
24
日
、
刀
鍛
冶
加
藤
清
忠
の
子
と
し

て
尾
張
国
愛
知
郡
中
村
（
現
在
の
名
古
屋

市
中
村
区
）に
生
ま
れ
、
奇
し
く
も
誕
生
日

と
同
じ
6
月
24
日
に
、
享
年
50
歳
で
な
く
な

り
ま
し
た
。

　

1
9
0
セ
ン
チ
を
超
え
る
大
き
な
体
躯
を

活
か
し
、
片
鎌
槍
で
虎
を
退
治
し
た
伝
説

を
持
つ
清
正
は
、
天
正
16
年
（
1
5
8
8
）、

数
え
27
歳
で
、
佐
々
成
政
に
代
わ
り
肥
後
北

半
国
の
大
名
と
な
り
、
肥
後
に
入
国
し
ま
し

た
。

「
川
づ
く
り
」
の
名
手

　

熊
本
市
中
心
部
を
流
れ
る
白
川
は
、
昔
か

ら
暴
れ
川
と
し
て
有
名
で
、
阿
蘇
の
火
山
灰

土
（
ヨ
ナ
）を
含
ん
だ
重
い
水
流
が
洪
水
の
た

び
に
熊
本
の
市
街
地
を
襲
い
ま
し
た
。
当
然
、

蛇
行
す
る
白
川
の
流
路
は
城
下
町
建
設
に
は

厄
介
者
で
す
。
今
の
熊
本
市
役
所
辺
り
を

流
れ
て
い
た
白
川
の
流
路
を
、
現
在
の
よ
う

に
直
線
化
し
た
の
は
清
正
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
熊
本
城
の
築
城
、
さ
ら
に
は
熊
本
城

下
町
の
発
展
の
た
め
に
は
、
様
々
な
物
資
を

輸
送
す
る
舟
運
路
が
必
要
で
す
。
も
と
も
と

は
白
川
と
接
続
し
て
い
た
坪
井
川
を
分
離
さ

せ
、
熊
本
の
外
港
で
あ
る
川
尻
ま
で
繋
ぐ
運

河
と
し
て
付
け
替
え
た
の
も
、
清
正
の
功
績

と
の
こ
と
。

　

城
下
町
熊
本
を
意
識
し
て
こ
れ
ら
の
水
辺

を
見
る
と
、
坪
井
川
は
熊
本
城
の
内
堀
、
白

川
は
対
薩
摩
の
外
堀
と
し
て
機
能
し
ま
す
。

清
正
は
熊
本
城
内
に
1
0
0
本
以
上
の
井

戸
を
掘
り
、
長
期
戦
に
も
持
ち
こ
た
え
る
城

と
し
ま
し
た
。
の
ち
に
西
南
戦
争
で
、
こ
の

熊
本
城
を
陥
落
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
かっ
た

西
郷
隆
盛
が
、「
官
軍
に
負
け
た
の
で
は
な
い
、

清
正
公
に
負
け
た
の
だ
」
と
つ
ぶ
や
い
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

「
水
」
の
名
手

　

平
成
28
年
に
放
映
さ
れ
た
N
H
K
の
ブ
ラ

タ
モ
リ「
水
の
国
熊
本
編
」
で一
躍
有
名
に
な
っ

た
白
川
上
流
の
菊
陽
町
馬
場
楠
に
あ
る
「
鼻

ぐ
り
井
手
」
を
築
造
し
た
の
も
清
正
で
す
。

「
井
手
」は
農
業
用
水
路
の
こ
と
で
、
鼻
ぐ

り
井
手
と
は
馬
場
楠
堰
か
ら
取
水
し
た
水
を

運
ぶ
全
長
12
キ
ロ
に
渡
る
馬
場
楠
井
手
の一

部
、4
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
区
間
を
指
し
ま

す
。
牛
の
鼻
輪「
鼻
ぐ
り
」
　
の
形
を
し
た
不
思

議
な
板
の
間
を
ヨ
ナ
を
含
ん
だ
水
が
流
れ
る
と

自
然
と
渦
を
巻
く
水
流
と
な
り
、
沈
砂
せ
ず

に
水
が
流
れ
き
る
と
い
う
仕
組
み
で
、
水
理

学
的
に
も
理
に
適
っ
た
構
造
を
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
菊
池
川
下
流
玉
名
や
球
磨
川

下
流
八
代
の
干
拓
事
業
ま
で
、
熊
本
県
内

の
多
く
の
水
に
関
す
る
土
木
事
業
が
清
正
公

の
偉
業
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
熊
本
で
は
、

な
ん
で
も
か
ん
で
も
清
正
公
さ
ん
の
偉
業
と

な
って
し
ま
う
の
で
す
。

「
国
づ
く
り
」
の
名
手

　

いっ
た
い
清
正
公
さ
ん
は
、
何
歳
か
ら
働
き
、

何
歳
ま
で
生
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

実
は
、
清
正
の
影
武
者
が
何
名
も
い
て
、

現
代
の
コン
サ
ル
タ
ン
ト
業
を
営
ん
で
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
熊
本
は
、
も
と
も
と

豪
族
が
群
雄
割
拠
し
た
治
め
に
く
い
国
だ
っ

た
と
言
わ
れ
、
清
正
の
前
任
者
、
佐
々
成
政

も
地
元
の
豪
族
達
に
手
を
焼
き
ま
し
た
。
こ

の
豪
族
達
を
味
方
に
し
て
、
抜
群
の
人
気
を

誇
っ
た
清
正
公
の
偉
業
を
上
手
く
利
用
し
た

の
が
、
細
川
家
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
幕

末
ま
で
の
2
0
0
年
の
治
世
で
、
細
川
家
は

小
倉
藩
時
代
に
創
設
し
た
「
手て

な
が永

」
と
呼
ば

れ
る
地
方
分
権
の
シ
ス
テ
ム
を
肥
後
藩
に
も
導

入
し
ま
し
た
。

　

清
正
公
さ
ん
が
、
こ
れ
ほ
ど
熊
本
の
人
び

と
に
愛
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
た
だ
の
為
政
者
で

は
な
く
、
風
土
に
根
ざ
し
た
土
木
技
術
を
活

か
し
て
、
井
手
の
整
備
や
新
田
開
発
の
た
め

の
干
拓
に
貢
献
し
た
、
真
に
民
衆
の
た
め
の

為
政
者
だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ま
す
。
ま
さ
に

熊
本
は
、命
の
源
で
あ
る
「
水
」
を
活
か
し
て
、

清
正
公
さ
ん
と一
緒
に
、
熊
本
の
人
び
と
が
と

も
に
つ
く
っ
て
き
た
国
土
で
あ
り
、
風
景
だ
と

思
う
の
で
す
。

熊本城の内堀となる坪井川
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熊本城
通潤橋の橋脚部や側壁の、弧状に積んだ石組
みは熊本城の武者返しを思わせる。城の名手と
いわれた加藤清正の指揮のもとでの築城で培わ
れ、さまざまな土木構造物を創り上げた石工たち
の技の原点
〇 熊本県熊本市

馬場楠井手の鼻ぐり（鼻ぐり井手）
仕組みだけでなく、厚く堅い岩盤の掘る量を減らし、費用と工期を抑えるとい
う利点もあった。農繁期には実際に渦を巻く様子を見ることができる
〇 熊本県菊池郡菊陽町

150
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海
を
農
地
に
変
え
た

八
代
干
拓

七百町干拓の絵図『潮止之図』
細川藩の船と役人たち、潮をせき止める潮止め口、潮うけ堤防や
樋門の工事の様子が緻密に描かれている。描かれている風景は、
同時期に行われる作業ではないため、技術伝承のために描かれ
たのではないかともいわれている

『潮止之図』／個人所蔵
〇 熊本県八代市

152153
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2 つの通路は運搬の行きと帰りのため。堤防の前には石
工たちの姿がみてとれる。大潮の日、土俵などで潮止め口
をふさぎ、堤防の内側にたまった水は樋門から排水した

『潮止之図』（部分）／個人所蔵
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熊
本
県
の
八
代
平
野
の
お
よ
そ
3
分
の
2
は
、
江
戸
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
干
拓
に
よ
って

生
ま
れ
た
土
地
で
す
。

　

土
や
土
砂
が
堆
積
し
て
で
き
た
広
大
な
三
角
州
が
広
が
り
、
干
拓
に
適
し
て
い
た
八
代
の
地
。

先
人
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
州
の
間
に
あ
る
「
澪
筋
」
と
い
う
水
の
流
れ
を
見
極
め
、
陸
地
か
ら

干
潟
の
方
へ
向
かって
ど
の
範
囲
を
干
拓
す
る
か
を
決
め
る
「
新
地
際
目
立
て
」
を
行
い
ま
し
た
。

新
地
と
は
、
新
た
な
土
地
を
意
味
し
ま
す
。
樋
門
、
堤
防
、
最
後
に
潮
を
堰
き
止
め
る
潮
止

め
口
に
適
し
た
と
こ
ろ
を
調
べ
、
目
印
と
な
る
「
際
目
竹
」
を
打
っ
て
干
拓
の
計
画
を
立
て
た
の

で
す
。
際
目
竹
を
沖
の
方
へ
と
約
30
メ
ー
ト
ル
毎
に
区
分
け
し
、
第
一
丁
場
、
第
二
丁
場
と
、
各

丁
場
に
20
人
か
ら
30
人
が
配
置
さ
れ
、
堤
防
や
樋
門
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
堤
防
の
土
台

に
は
、
樫
や
ど
ん
ぐ
り
の
枝
を
束
ね
た
「
粗そ

だ朶
」
を
潟
の
上
に
敷
き
詰
め
て
松
の
丸
太
で
つ
く
っ

た
格
子
状
の
枠
で
抑
え
、
石
を
敷
き
、
土
を
盛
り
ま
す
。
こ
の
粗
朶
や
松
丸
太
が
大
量
に
切
り

出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
干
拓
が
始
ま
る
と
山
の
一つ
や
二
つ
は
丸
裸
と
な
る
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

干
拓
の
父
、
恩
人
、
名
工

そ
し
て
農
聖
た
ち

　

そ
し
て
、
潮
止
め
口
を
除
く
、
す
べ
て
の
工
事
が
完
了
し
た
後
、
大
潮
の
日
、
潮
が
大
き
く

引
い
た
短
い
時
間
に
栗
石
や
土
俵
で
潮
止
め
口
を
ふ
さ
ぎ
、
干
拓
地
が
出
来
上
が
り
ま
す
。
そ
の

後
、
長
い
時
を
経
て
塩
分
を
抜
き
、
球
磨
川
や
氷
川
の
豊
か
な
水
が
潤
す
水
田
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
時
お
国
一
の
貧
地
と
い
わ
れ
た
野
津
手
永
の
総
庄
屋
と
な
っ
た
鹿
子
木
量
平
は
、
人
び
と

の
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
、文
化
2
年
（
1
8
0
5
）に
百
町
新
地
、文
政
2
年
（
1
8
1
9
）

に
四
百
町
新
地
、
そ
の
2
年
後
に
七
百
町
新
地
の
干
拓
に
よ
る
新
田
開
発
を
行
い
、
干
拓
の

父
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。「
大お

ざ
や鞘

樋
門
群
」、「
沖お

き
ど
も塘

の
樋
門
群
」、「
旧
郡
築
新
地
甲
号
樋
門
」

な
ど
、
今
も
残
る
土
木
遺
産
の
石
組
に
は
、
七
百
町
新
地
の
功
績
で
苗
字
を
許
さ
れ
た
、
名

工
岩
永
三
五
郎
を
は
じ
め
と
す
る
、
肥
後
の
石
工
た
ち
の
見
事
な
技
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

肥
後
藩
の
時
代
は
藩
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
干
拓
で
し
た
が
、
地
域
の
手
永
会
所
が
福

祉
事
業
や
学
校
の
教
育
費
の
た
め
に
行
っ
た
「
手
永
開
」な
ど
小
規
模
な
も
の
も
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
明
治
時
代
に
な
る
と
地
主
た
ち
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
県
や
国
と
、
干
拓
の
後
、

ま
た
沖
に
で
き
て
く
る
州
を
見
極
め
な
が
ら
、
築
造
者
は
時
代
に
よ
って
変
遷
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
32
年
（
1
8
9
9
）に
八
代
郡
の
郡
長
と
な
っ
た
古
城
弥
次
郎
が
総
面
積
1
0
4
6
ヘ

ク
タ
ー
ル
も
の
大
規
模
な
郡
築
干
拓
造
成
に
尽
力
。
亡
く
な
っ
た
後
は
、
本
人
の
希
望
で
郡
築

新
地
の
樋
門
の
傍
ら
に
埋
葬
さ
れ
、
郡
築
干
拓
の
恩
人
と
称
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
時
代
に
は
、
松
田
喜
一
が
県
知
事
に
、
県
営
南
新
地
（
昭
和
）
の
村
づ
く
り
を
任
さ
れ
、

農
友
実
習
所
を
移
転
し
、
農
業
の
進
歩
と
発
展
に
生
涯
を
か
け
て
活
動
。
昭
和
校
区
の
松
田

神
社
に
は
、「
稲
の
こ
と
は
稲
か
ら
学
べ
、
世
の
中
の
こ
と
は
世
の
中
か
ら
学
べ
」
と
刻
ま
れ
た
標

柱
が
あ
り
ま
す
。

　

龍
峯
山
自
然
公
園
か
ら
の
ぞ
む
八
代
平
野
は
、
先
人
た
ち
が
力
を
尽
く
し
て
海
を
変
貌
さ

せ
た
、
豊
か
な
農
の
風
景
で
す
。

郡築二番町樋門 旧郡築新地甲号樋門
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八代平野
龍峯山自然公園からのぞむ干拓地と八代海
〇 熊本県八代市
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熊
本
県
阿
蘇
市
に
あ
る
、
肥
後
国
と
豊
後
国
を
結

ん
だ
旧
豊
後
街
道
「
二

ふ
た
え
の
と
う
げ

重
峠
の
石
畳
」
は
、
加
藤
清

正
が
造
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
づ
ら
折
り
の
道
が

続
く
急
坂
に
は
1
・
6
キ
ロに
わ
た
り
雨
の
日
に
灰
土（
ヨ

ナ
）
に
足
を
と
ら
れ
ぬ
よ
う
石
畳
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、

熊
本
藩
細
川
氏
が
参
勤
交
代
で
通
り
、
多
い
と
き
に

は
2
7
0
0
人
も
の
隊
列
が
城
下
か
ら
豊
後
鶴
崎
の

港
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

藩
政
時
代
を
通
じ
て
、
二
重
峠
の
石
畳
普
請
請
負

（
修
繕
）
は
、
公
役
と
し
て
手
永
単
位
で
農
民
に
課

せ
ら
れ
ま
し
た
。
石
畳
の
石
に
は
、「
岩
坂
村
つ
く
り
」

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

西
南
戦
争
激
戦
の
交
点

　

交
通
上
の
要
衝
で
あ
る
峠
道
は
、
し
ば
し
ば
戦

乱
の
地
と
な
り
ま
す
。
二
重
峠
も
ま
た
、
明
治
10
年

（
1
8
7
7
）
に
西
郷
隆
盛
率
い
る
薩
摩
藩
士
が
起
こ

し
た
日
本
最
大
で
最
後
の
内
戦
、
西
南
戦
争
に
お
け

る
激
戦
地
と
な
り
ま
し
た
。

　

薩
軍
が
占
領
し
て
い
た
二
重
峠
を
、
3
月
18
日
に

官
軍
が
攻
撃
し
、
薩
軍
が
死
守
。
道
沿
い
の
そ
れ
ぞ

れ
の
台
場
跡
が
進
軍
の
過
程
を
今
に
伝
え
ま
す
。
九

重
ま
で
退
却
し
た
官
軍
に
対
し
、薩
軍
は
坂
梨
村
（
現

在
の
阿
蘇
市
一
の
宮
町
）の
大
黒
屋
に
本
陣
を
構
え
ま

す
。
し
か
し
、
3
月
4
日
か
ら
17
昼
夜
に
渡
る
最
大

の
激
戦
の
末
に
田
原
坂
を
官
軍
が
突
破
。
26
日
、
薩

軍
は
「
石い

し
ど
も
ぜ
き

塘
堰
」
を
止
め
、
坪
井
川
・
井
芹
川
の
水

を
鎮
台
が
置
か
れ
た
熊
本
城
の
周
囲
に
引
き
込
み
、

田
畑
が
一
大
湖
水
と
な
る
水
攻
め
や
兵
糧
攻
め
を
仕

掛
け
ま
す
が
、
4
月
13
日
の
坂
梨
で
の
激
戦
か
ら
、

21
日
に
大
津
へ
と
後
退
し
ま
す
。
一
進 

一
退
の
陣
地
戦

の
中
、
薩
軍
の
敗
色
は
濃
く
な
って
い
き
ま
し
た
。

　

往
還
沿
い
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
戦
い
は
村
を
も
巻
き

込
み
、
弔
わ
れ
た
両
軍
の
墓
石
や
銃
撃
戦
の
弾
痕
が

各
所
に
残
り
ま
す
。
峠
や
橋
は
、
そ
の
土
地
の
要
所
で

し
た
。
歴
史
を
知
る
と
、
そ
の
風
景
は
、
ま
た
違
う

も
の
に
見
え
て
き
ま
す
。

難
所
は
要
所

二
重
峠
の
石
畳

二重峠
阿蘇五岳の風景
○ 熊本県阿蘇市
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『西郷隆盛大軍ヲ引卒シ肥後国熊本城ヲ陥ト安政橋ニ到所城兵モ討テ出両軍於橋上ニ大激戦ニ及之図』
西南戦争錦絵　鮮斎永濯　明治 10 年（1877）　　
国立国会図書館 所蔵
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赤水駅

道の駅「大津」

東海学園
前駅

大津宿

熊本城慶長12年（1607）、築城の
名手・加藤清正が完成さ
せた名城です。

肥後藩の政令を掲示する広場で、
ここが諸街道の里数の起点・里程
元標となります。

立田口大神宮の朱色の
鳥居は、街道の熊本北部
方面の目印でした。

熊本城天守閣の場所に
あった観音堂が清正の要
請で当地に移され、この
名で呼ばれています。

豊後街道のうち、大津宿から二重
峠までの道は清正公道と呼ばれ、
その脇に立つ石碑は清正公の兜
（かぶと）の形を模しています。

札の辻から二里のとこ
ろに茂る榎が、里数木と
して現存する唯一のも
のです。

以前には数本の榎が残っていた
ようです。

今は里数木もな
く石 碑 だ けが
立っています。

宿場町・大津に築かれた用水路で
す。着工から19年後、寛永14年
（1637）に堰・制水門、水路が開削
されました。

水量豊かな上井手用水に架けら
れた石橋を渡ると、菩提樹が茂る
静かな境内が広がります。

白川の氾濫を防ぐため、寛政
8年（1796）にわずか半年で
築かれたという堤防です。

●札の辻2

●熊本城1

●観音坂3

●一里木6

●武蔵塚公園8

●二里木7

●日本の道百選10 ●四里木11 ●上井手用水12

●清正公道（せいしょこどう）石碑18

●光尊寺13

●一夜塘（いちやども）之趾5

●立田口の赤鳥居4

●三里木9

この地が全長
124kmの約5分
の1にあたります。

●六里木17

細川家の参勤交
代を見守るため、
宮本武蔵が甲冑
（かっちゅう）姿の
まま葬られたとさ
れる墓所です。

二重峠の石畳を下りて2km程行っ
たところ、外輪山の湧水を引いた
庭園は清涼な雰囲気です。

熊本市から菊池郡菊陽
町までの大津街道は、日
本の道百選に選ばれて
います。

肥後国の諸街道
では1里ごとに、
道の両側に里数
木として榎（えの
き）を植え、距離
の目安としました。
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豊
後
街
道
を
往
く

土
木
遺
産
な
旅
ル
ー
ト

　

江
戸
時
代
、
石
碑
は
旅
の
案
内
看
板
で
あ
り
、
歴
史
を

後
世
に
語
り
継
ぐ
た
め
の
も
の
で
し
た
。
石
畳
は
安
全
を
期

し
た
重
要
な
道
。
旧
街
道
沿
い
の
石
と
水
、
杉
並
木
な
ど

の
風
景
も
ま
た
土
木
遺
産
。
た
ど
る
と
、
往
時
の
賑
わ
い

が
見
え
て
き
ま
す
。

一
般
社
団
法
人 

九
州
地
域
づ
く
り
協
会
『
豊
後
街
道
を
往
く
』
マッ
プ

藩主の参勤行列
を人々が出迎え
る「殿様拝み」は、
地より東側と

定められていた
そうです。

●五里木16

手永とは細川藩独自の
役所名であり、この会所
では行政・教育・裁判
などを担当しました。

●大津手永会所跡15

街道と上井手用水が交わる地点、
幕府や藩の法令、掟書など書い
た高札を立て、人々に知らせた
場所です。

●御高札場跡14

この
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大
分
県

熊
本
県

赤水駅

道の駅
「阿蘇」

道の駅「波野」

宮地駅
阿蘇駅

内牧宿

内牧城が廃城となり、そ
の本丸跡に細川藩に
よって内牧御茶屋が置
かれました。

肥後から豊後へ向かう街道に置
かれた三番目の宿場町です。

大正初期まで榎の
大木があったそう
です。

西外輪山の麓を
北に進むと、道の
すぐ脇に「史蹟九
里木之址」の石碑
があります。

内牧宿の西の玄
関口、旅人を歓迎
するかのように
「史蹟十里木の
址」の木標が立っ
ています。

種山石工の棟梁・卯助の指揮で、
あしかけ3年かけて完成させた石
橋です。

標高差約40mの石畳が約
160m、右に左に鋭く曲が
りながら伸びています。

阿蘇谷周辺でも政府
軍と薩摩軍の激戦が
行われ、数多くの戦
死者が出ています。

街道の起点から八里のと
ころ、「八里木の址（伝）」
の標識がありますが、場
所は推測のようです。

豊後街道のうち、二重峠から阿蘇
谷に下る石畳は、国内最長クラス
を誇ります。

●西南之役戦跡石碑20

●二重峠の石畳21

●八里木22

●境の松の石畳40

●内牧城本丸跡・
　内牧御茶屋跡
26 ●天神橋（めがね橋）30

●九里木24 ●十里木25

●十三里木32●坂梨宿場町31

●弁天坂の石畳39

阿蘇五岳を見な
がら街道を東へ
進むと、道脇に
「十二里木」の石
柱が見られます。

●十二里木28

ヘキとは「壁」のことです。ここは
「魔のヘキ谷」と呼ばれるほどの
迷い道だったそうです。

●ヘキ谷道標37

明治の用水路の開削、昭和のコ
ンクリート補強など、先人の苦労
に感謝する石碑です。

●水恩碑38

二重峠の石畳を下りて2km程行っ
たところ、外輪山の湧水を引いた
庭園は清涼な雰囲気です。

●的石御茶屋跡23

振り返れば大観峰を望
む田園の道脇に「史蹟十
一里木之址」があります。

●十一里木27

豊後街道一の難所と
言われ、急坂が続く
滝室坂。ここでも西南
の役の激戦が行われ
たそうです。

●滝室坂の石畳33

かつて肥後と豊後の国
境には松が植えられ、石
畳を上ると峠の茶屋が
あったと言われています。

●境の松41

国道57号沿いに
立つ「十四里塚
跡」の案内板です。

滝室坂を上った参勤
交代の殿様に、茶を
献じたという美女
「カヲ」の墓が残って
います。

●十四里塚35 ●十五里塚36●カヲの墓34

笹倉を過ぎて国道57号
を離れ、杉林へ進むと
「十五里塚」の案内板が
あります。

石畳の長さは約80m、幅
は約3m。標高差約20m
の坂道が続いています。

坂梨宿

二重峠
●21
●20

19

二重峠に登る途中、
七里木跡の石碑
があります。かつ
てはこの近くに峠
の茶屋があり、ここ
で参勤交代の人
を入れ替えたそう
です。

●七里木19

この手永会所では周辺11か村を管
轄していました。会所の廃止後、そ
の建物は寺子屋や小学校として使
われました。

●坂梨手永会所跡29
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『熊本藩船鶴崎入港船絵馬』
大分市教育委員会 所蔵

海
舟
日
記
で
た
ど
る

土
木
遺
産
な
旅

　

大
分
県
大
分
市
の
「
今
市
の
石
畳
」は
、
桝
形
が
残
り
、
岡
藩
の
今
市

宿
の
風
情
を
今
に
伝
え
る
豊
後
街
道
（
大
分
か
ら
は
肥
後
街
道
）
の
参
勤

交
代
道
で
す
。　

　

慶
長
6
年
（
1
6
0
1
）、
肥
後
に
入
っ
た
加
藤
清
正
は
、久
住
、野
津
原
、

鶴
崎
な
ど
に
飛
び
領
を
得
ま
す
。
鶴
崎
は
、
肥
後
・
熊
本
藩
が
、
瀬
戸
内

海
へ
向
か
う
た
め
の
港
と
な
り
、
宝
永
年
間
（
1
7
0
4
〜
1
7
1
0
）

に
は
細
川
氏
の
藩
船
が
置
か
れ
、
京
都
や
大
阪
と
の
交
易
地
と
し
て
も
繁
栄

し
ま
し
た
。
鶴
崎
総
鎮
守
の
劒け

ん
は
ち
ま
ん
ぐ
う

八
幡
宮
に
は
、
細
川
忠
興
が
豊
前
中
津
で

造
ら
せ
た
御
座
船
「
波な

み
な
し
ま
る

奈
之
丸
」
が
入
港
す
る
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

参
勤
交
代
の
船
団
は
多
い
時
で
は
67
隻
が
藩
主
の
船
に
付
き
添
い
、
鶴
崎

を
出
港
す
る
と
、
豊
後
水
道
を
抜
け
て
瀬
戸
内
海
を
通
り
、
大
阪
か
ら
は

東
海
道
を
通
って
江
戸
へ
と
約
1
1
4
7
キ
ロ
を
旅
し
ま
し
た
。
海
路
を
使
っ

た
参
勤
交
代
は
悪
天
候
の
影
響
を
受
け
や
す
く
、
や
が
て
陸
路
と
な
り
、
波

奈
之
丸
は
関
門
海
峡
を
渡
り
ま
し
た
。

勝
海
舟
と
龍
馬
も
歩
い
た
道

　

幕
末
の
志
士
・
勝
海
舟
と
坂
本
龍
馬
も
、
幕
府
の
命
に
よ
り
長
崎
に
赴

い
た
際
、
佐
賀
関
に
上
陸
し
、
街
道
を
歩
い
て
い
ま
す
。　

今市の石畳
一時は自転車の通行のために土をか
ぶせられ存続の危機があり、地域の
人びとの熱意がバイパスの建設となっ
て実り、土が除かれ復活した石畳
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諸
外
国
が
執
拗
に
江
戸
幕
府
に
開
国
を
迫
って
い
た
時
期
、

孝
明
天
皇
が
将
軍
徳
川
家
茂
に
、
文
久
3
年（
1
8
6
3
）

5
月
10
日
の
攘
夷
実
行
を
約
束
さ
せ
ま
し
た
。
尊
王
攘
夷

を
強
硬
に
主
張
し
て
い
た
長
州
藩
は
、
関
門
海
峡
を
通
る
外

国
船
に
向
け
砲
撃
し
ま
す
。
攻
撃
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
、
フ

ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
は
連
合
を
つ
く
り
長
州
藩
を
攻
撃
。
幕
府

は
、
そ
の
当
時
軍
艦
奉
行
だ
っ
た
勝
海
舟
に
調
停
役
を
命
じ

ま
す
。
海
舟
は
、
海
軍
操
練
所
開
設
の
準
備
を
兼
ね
て
諸

外
国
と
の
交
渉
窓
口
で
あ
る
長
崎
へ
。
神
戸
海
軍
塾
の
塾
生

14
名
も
同
行
し
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
坂
本
龍
馬
で
し
た
。

峠
の
道
十
八
、九
町
、
最
難
所

　

関
門
海
峡
は
外
国
船
と
間
違
わ
れ
長
州
藩
に
攻
撃
さ
れ

る
危
険
が
あ
っ
た
為
に
、
文
久
4
年（
1
8
6
4
）2
月
14
日

大
阪
を
出
航
、
翌
日
、
佐
賀
関
に
上
陸
し
ま
し
た
。
海
舟

日
記
に
よ
れ
ば
、『
二
月
十
六
日　

豊
後
鶴
崎
の
本
陣
に
宿

す
、
佐
賀
関
よ
り
五
里
、
此
地
、
街
市
、
可
な
り
、
市
は

白
滝
川
（
大
野
川
）
に
沿
う
、
山
川
水
清
し
、
川
口
浅
し
』。

大お
お
み
よ

御
代
は
ゆ
た
か
な
り
け
り　

旅
枕　

一
夜
の
夢
を　

千
代
の
鶴
さ
き

鶴
崎
泊
地
（
港
）で
の一
句
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

人
民
、
熊
本
領
に
て
素
朴

他
国
の
比
に
あ
ら
ず

　

そ
の
後
、
一
行
は
街
道
を
通
り
、
肥
後
藩
に
入
り
ま
す
。

『
二
月
十
八
日　

久
住
に
宿
る
。
細
川
候
の
旅
邸
。
惣
体
、

葺
屋
、
素
朴
、
華
美
の
風
な
く
、
庭
中
泉
を
引
き
、
末
、

田
野
に
流
る
。
七
里
地
は
、
久
住
の
山
脚
に
し
て
、
殆
ど
高

峯
、
地
味
可
な
り
。
山
泉
を
引
き
て
左
右
に
導
く
。
小
流

甚
だ
多
く
、
架
す
る
橋
は
皆
石
橋
、
円
形
に
畳
み
、
橋
杭
な

し
、
導
泉
、
意
を
用
い
て
左
右
数
所
。
林
木
こ
れ
が
為
に
繁

茂
し
、
稲
、
栗
、
皆
実
る
べ
し
。
そ
の
高
名
、
尽
力
の
至
る

処
殊
に
感
ず
べ
く
、
英
主
あ
ら
ざ
れ
ば
、
こ
の
挙
興
し
が
た
る

べ
し
。
他
領
、公
田
の
雑
る
所
、熊
領
に
及
ば
ず
。
ま
た
聞
く
、

こ
の
地
の
南
方
、
導
泉
の
功
、
こ
の
地
の
比
に
あ
ら
ず
。
或
い

は
山
底
を
貫
き
、
高
く
噴
出
せ
し
め
、
或
い
は
底
な
し
の
深

谷
に
帰
さ
し
め
、
皆
田
畑
の
用
に
応
ぜ
し
む
と
。
山
上
よ
り

阿
蘇
嶽
を
み
る
。
こ
の
嶽
に
並
び
立
ち
た
る
高
峰
あ
り
。
猫

が
嶽
と
云
う
。
人
跡
至
ら
ず
。
山
の
頂
上
、
大
石
、
剣
の

如
く
成
る
も
の
直
立
す
。
妙
義
山
に
比
す
れ
ば
、
更
に一
層
の

奇
峯
な
り
。

二
月
十
九
日　

八
里 

内
の
牧
に
宿
す
。
こ
の
地
も
ま
た
山

中
、山
泉
自
由
な
り
。
惣
て
鶴
崎
よ
り
此
地
ま
で
、土
地
厚
、

熊
領
は
大
材
甚
だ
多
し
。
此
地
よ
り
街
道
杉
並
木
、
数
十

年
の
大
林
、
左
右
に
繁
茂
す
。
我
、
此
地
を
過
ぎ
て
、
領

主
の
田
野
に
意
を
用
い
し
こ
と
、
格
別
な
る
に
歎
服
す
。
ま

た
人
民
、
熊
本
領
に
て
素
朴
、
他
国
の
比
に
あ
ら
ず
。
内
牧

よ
り
二
里
、的
石
村
あ
り
。爰
に
領
主
小
林
の
亭
あ
り
。素
質
、

底
は
山
泉
一
面
に
流
る
。
夏
に
宜
し
。
北
に
北
山
あ
り
、
南
に

阿
蘇
あ
り
。
阿
蘇
の
脚
甚
だ
広
く
、
田
野
あ
り
。
ま
た一
里

半
に
し
て
二
重
の
峠
あ
り
。
甚
だ
高
く
、峠
の
道
十
八
、九
町
、

最
難
所
、
路
、
山
の
脚
、
殆
ど
頂
上
を
め
ぐ
る
。
峠
を
下
り

少
々
行
け
ば
、
大
石
直
立
、
大
斧
壁
を
な
せ
し
所
あ
り
。
侘

立
十
丈
ば
か
り
、
横
ま
た
同
断
。
路
を
挟
み
て
左
右
に
直
立

す
。
こ
れ
を
過
ぐ
れ
ば
大
杉
、
山
脚
に
並
し
、
山
腹
鬱
と
し

て
殆
ど
唐
画
と一
況
。
大
津
宿
に
至
る
。
五
里
。
大
津
宿
よ

り
、熊
城
下
ま
で
は
少
低
の
路
、左
右
大
杉
の
並
樹
、こ
の
中
、

桜
の
大
樹
十
四
、五
町
の
並
樹
あ
り
。
道
中
甚
だ
広
し
。
熊

城
を
路
二
里
よ
り
望
む
。
天
守
孤
立
、
築
制
他
城
の
比
に
あ

ら
ず
。
外
周
最
大
な
り
。
武
士
屋
敷
、
そ
の
中
に
あ
り
。
郭

畳
高
く
、堅
牢
お
も
う
べ
し
。
熊
城
下
新
町
の
本
陣
に
宿
す
。』

『
海
舟
日
記
』　

勝
海
舟

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
都
市
歴
史
研
究
室
編
よ
り
引
用

　

元
治
元
年
（
1
8
6
4
）
2
月
21
日
、
深
夜
船
で
熊
本

を
出
発
し
、
翌
早
朝
、
長
崎
県
島
原
に
降
り
立
ち
、
長
崎

を
目
指
し
ま
す
。

　
『
海
舟
日
記
』に
は
、
訪
れ
た
町
の
地
形
や
イ
ン
フ
ラ
、
構

造
物
が
細
か
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
司
馬
遼
太
郎
の
長
編
時

代
小
説
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
で
は
、
海
路
の
設
定
だ
っ
た
こ
と

か
ら
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
九
州
陸
路
の
幕
末
の
旅
路
。

文
献
か
ら
、
今
の
風
景
と
比
べ
な
が
ら
、
た
ど
る
旅
は
い
か
が

で
す
か
。
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交
点
が
随
所
に

　

私
の
生
ま
れ
故
郷
、
野
津
原
町
の
暮

ら
し
に
は
、
道·

水
路·

川
（
橋
）·

住
ま

い
な
ど
、
清
正
公
が
整
備
し
た
土
木
遺

産
が
藩
政
時
代
か
ら
現
在
ま
で
維
持
さ
れ

役
立
っ
て
い
ま
す
。
昔
、
大
名·

旗
本
な

ど
身
分
の
高
い
方
々
が
休
憩
や
宿
泊
に
用

い
る
お
茶
屋
、「
本
陣
」
跡
に
小
学
校
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町
並
み
は
東
側
か
ら

「
桝
形
」
と
い
う
鍵
型
の
道
沿
い
に
形
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
と
昔
を
つ
な
ぐ
歴
史

の
交
点
が
随
所
に
伺
え
ま
す
。

必
要
だ
っ
た
訳
は
？

　

時
を
江
戸
時
代
に
戻
し
ま
す
と
、
ま

ず
本
陣
跡
は
町
の
中
心
部
よ
り
少
し
高
い

位
置
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
敵
の
動
き
を
い
ち
早
く
察
知
す

る
た
め
に
町
を
見
渡
せ
る
防
御
と
、
雨
水

が
溢
れ
た
場
合
を
想
定
し
た
防
災
の
意

図
が
あ
り
ま
す
。
逆
に
町
並
み
の
鍵
型
は
、

敵
の
侵
入
を
容
易
く
さ
せ
な
い
た
め
に
見

通
し
を
難
儀
に
す
る
た
め
で
す
。
今
の
道

路
は
ア
ス
フ
ァル
ト
舗
装
で
す
が
、
下
地
は

地
元
の
石
材
を
用
い
た
石
畳
で
す
。
水
路

の
水
は
、
地
理
条
件
か
ら
山
の
沢
水
を

取
り
入
れ
生
活
用
水
の
他
、
防
火
用
水

に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
と
昔
の
道
路
の
変
化

　

江
戸
期
の
肥
後
街
道
は
、
二
の
瀬
か

ら
勾
配
の
き
つ
い
坂
を
登
り
本
町
か
ら
西

側
の
新
町
辻
を
左
折
後
に
七
瀬
川
を
渡

り
、
赤
坂
の
山
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
期
の
生
活
路
は
、
街
道

の
西
側
か
ら
一の
瀬
橋
を
経
て
、
赤
坂
の

山
裾
を
這
う
よ
う
に
延
び
ま
し
た
。
続

く
平
成
期
に
は
町
並
み
を
は
ず
れ
た
南
側

に
、
勾
配
の
緩
い
見
通
し
の
良
い
新
国
道

が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　

交
通
手
段
が
人
馬
か
ら
自
動
車
へ
と
移

る
に
つ
れ
、
道
に
求
め
ら
れ
る
機
能
が
大

き
く
変
わ
る
様
子
が
、
街
道
か
ら
新
国
道

への
変
貌
に
見
て
取
れ
ま
す
。

何
で
で
き
て
い
る
か

見
て
み
る
と

　

街
道
に
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
の
は
殆

ど
地
元
産
の
石
で
す
。
材
料
と
な
る
花

崗
岩·

安
山
岩·

凝
灰
岩
が
多
く
採
れ
て

い
た
か
ら
で
す
。
他
に
矢
貫
の一
枚
石
橋
は

今
も
現
役
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。
新
国
道

に
は
カ
タ
チ
こ
そ
違
え
ど
鉄
や
コン
ク
リ
ー

ト
製
の
橋
が
、
同
様
な
過
程
を
経
て
架
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

片
や
石
橋
と
石
畳
舗
道
は
、
多
様
な

建
設
機
械
の
な
か
っ
た
時
代
に
、
匠
の
技

が
時
を
超
え
て
活
か
さ
れ
土
木
遺
産
（
生

活
装
置
）
と
し
て
の
存
在
意
義
を
主
張
し

て
い
る
気
が
し
ま
す
。

歴
史
に
名
を
残
す
人
も

無
名
の
民
も

人
に
思
い
を
寄
せ
る
旅

　

こ
の
宿
場
町
の
歴
史
に
名
を
残
し
た

人
物
は
言
う
ま
で
も
無
く
「
加
藤
清
正
」

で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
作
成
す

る
に
は
多
く
の
民
と
職
人
が
携
わ
って
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
地
で
は
野
津

原
の
農
業
の
恩
人
、
工
藤
三
助
（
地

元
で
は
三
助
さ
ん
）
が
い
ま
す
。
彼

は
元
々
肥
後
藩
の
庄
屋
の
息
子
で
元

禄
11
年
（
1
6
9
8
）か
ら
享
保
９
年

（
1
7
2
4
）に
か
け
て
、
大
龍
井
路
、

鑰か
ぎ
お
の
い
ろ

小
野
井
路
、
提ひ
さ
ご
い
ろ

子
井
路
の
三
井
路

を
掘
削
し
、
そ
れ
ま
で
荒
地
だ
っ
た
山

間
部
に
水
田
を
切
り
開
き
、
今
で
も
豊

か
な
実
り
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
偉
業
を
称
え
る
催
事
が
今

日
で
も
町
民
上
げ
て
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。
清
正
公
を
偲
ぶ
8
月
24
日
に
、
野

津
原
神
社
を
起
終
点
に
神
輿
と
と
も
に
、

大
山
車·

小
山
車
が
奉
納
さ
れ
、
か
つ
て

の
ま
ち
づ
く
り
の
偉
業
と
町
の
反
映
に
感

謝
す
る
「
清せ

い
し
ょ
こ
ま
つ
り

正
公
祭
」
で
す
。

小中学生が肥後街道を 6 泊 7 日で歩く
歴史に触れる旅が 30 年続いている
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島
原
へ
上
陸
し
た
勝
海
舟
と
坂
本
龍
馬
た
ち
塾
生
の一
行

は
、
長
崎
を
目
指
し
ま
す
。『
海
舟
日
記
』
に
は
「
二
十
三

日
長
崎
着　

日
見
峠
甚
だ
難
所　

直
ち
に
奉
行
御
役
卓
へ

行
き
面
会　

洋
船
未
着
之
由
を
き
く
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

海
舟
は
各
国
の
領
事
や
艦
長
と
交
渉
し
調
停
を
成
功
さ
せ
る

な
ど
、
無
事
大
役
を
果
た
し
、
見
事
、
日
本
の
危
機
を
救
っ

た
の
で
す
。

坑
門
は
語
る

　

西
の
箱
根
、
天
下
の
難
所
と
い
わ
れ
、
現
在
の
道
路
地
図

で
見
る
つ
づ
ら
折
り
の
道
は
、
人
や
大
八
車
が
急
斜
面
を
の
ぼ

る
苦
心
の
末
の
か
た
ち
で
す
。
明
治
15
年
（
1
8
8
2
）、
つ

い
に
新
た
に
結
成
さ
れ
た
日
見
峠
新
道
会
社
に
よ
って
峠
を
33

メ
ー
ト
ル
切
り
下
げ
た
「
日
見
新
道
」
が
完
成
し
ま
す
。
難

工
事
の
費
用
に
あ
て
る
た
め
、
一
人
五
厘
、
馬
車
五
銭
の
交

通
料
も
徴
収
さ
れ
、
日
本
の
有
料
道
路
の
草
分
け
と
な
り
ま

し
た
。　
　
　

　

や
が
て
自
動
車
の
普
及
に
よ
って
、
長
崎
県
が
着
手
し
た
の

が
「
長
崎
二
十
五
號
國
道
日
見
隧
道
」、日
見
ト
ン
ネ
ル
で
す
。

大
正
15
年
（
1
9
2
6
）の
完
成
当
時
、
日
本
最
大
の
全
長

6
4
2
メ
ー
ト
ル
。
人
も
馬
車
も
車
も
通
る
、
長
崎
に
通
じ

る
唯
一の
大
動
脈
で
し
た
。

　

変
圧
に
よ
り
、
ト
ン
ネ
ル
で
最
も
弱
い
部
分
が
入
口
の
「
坑

口
」
で
、
崩
壊
を
避
け
る
た
め
、
よ
り
剛
な
構
造
で
抑
え
る

の
が
ト
ン
ネ
ル
の
顔
と
な
る
「
坑
門
」
で
す
。
日
見
ト
ン
ネ
ル
は

2
本
の
柱
や
笠
石
な
ど
大
正
時
代
の
装
飾
を
色
濃
く
残
し
て

い
ま
す
。
そ
の
土
木
技
術
者
た
ち
が
思
い
を
こ
め
た
意
匠
は
、

44
年
の
歳
月
を
か
け
た
バイ
パス
事
業
で
誕
生
し
た
「
新
日
見

ト
ン
ネ
ル
」
に
も
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。

　

旧
街
道
の
峠
ま
わ
り
に
は
、
難
所
を
克
服
し
て
き
た
土
木

の
物
語
が
潜
ん
で
い
ま
す
。

日見新道
写真／長崎大学附属図書館 所蔵

長
崎
街
道
一

天
下
の
峠
を
貫
い
た

日
見
ト
ン
ネ
ル

『長崎二十五號國道日見隧道』
工事では、国内のトラックの製造はまだ黎明期でベルトコンベヤーもなく、
土はトロッコ列車で運び出された。2 車線対応可能な7.4メートルの道
路幅は、到来する車時代を見据えていた
写真／長崎大学附属図書館 所蔵
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岩隈の切通
岩隈山を切り下げた 30メートルの壁
が仏像群に見守られながら続く。昭
和の初期に拡幅工事が行われている
〇 熊本県山鹿市

峠
と
切
り
通
し

崩
れ
ぬ
よ
う
に
抑
え
る
坑
門
は

ト
ン
ネ
ルの
顔

177 176177 176177 176

日見トンネル坑門
側壁コンクリート工事は、トンネルの壁を支える支
保工（しほこう）は木材で作られ、内部巻立工事
といわれる施工方法で進められた。トンネルのアー
チ部分は、型枠に添って重いコンクリートブロックを
積み上げながらコンクリートを充填し、造られている
〇 長崎県長崎市
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熊
本
県
人
吉
市
と
宮
崎
県
え
び
の
市
の
間
、
霧
島

連
山
を
中
心
と
す
る
加か

く
と
う

久
藤
カ
ル
デ
ラ
。
そ
の
北
壁
に

あ
た
る
標
高
7
0
0
メ
ー
ト
ル
の
外
輪
山
を
貫
通
す

る
、全
長
1
8
0
8
7
メ
ー
ト
ルの
「
加
久
藤
ト
ン
ネ
ル
」

は
、
昭
和
47
年
（
1
9
7
2
）に
開
通
し
、
昭
和
52

年
（
1
9
7
7
）に
「
人
吉
ル
ー
プ
橋
」、2
年
後
に
「
え

び
の
ル
ー
プ
橋
」
が
完
成
し
ま
し
た
。
人
吉
側
は
標
高

差
55
メ
ー
ト
ル
、
え
び
の
側
は
標
高
差
3
4
0
メ
ー
ト
ル

を
克
服
す
る
ル
ー
プ
橋
で
す
。

　

明
治
中
期
に
急
峻
な
地
形
を
切
り
開
き
馬
車
道
と

し
て
つ
く
ら
れ
た
加
久
藤
峠
（
堀
切
峠
）を
、
つ
づ
ら

折
り
の
道
路
で
越
え
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
「
南
九
州

の
宿
願
」
と
、
国
道
2
2
1
号
改
築
記
念
碑
に
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。
着
手
か
ら
14
年
後
の
こ
と
で
し
た
。

　

併
走
す
る
肥
薩
線
も
ル
ー
プ
・
ス
イ
ッ
チ
バッ
ク
で
大

畑
の
斜
面
を
抜
け
ま
す
。「
矢
岳
第
一ト
ン
ネ
ル
」
が
明

治
42
年
（
1
9
0
9
）に
開
通
し
た
こ
と
で
、
関
門
海

峡
の
船
舶
連
絡
を
挟
ん
で
、
初
め
て
青
森
か
ら
鹿
児

島
ま
で
日
本
列
島
を
縦
貫
す
る
鉄
道
網
が
完
成
し
た

歴
史
あ
る
路
線
。
真ま

さ
き幸

駅
〜
矢や

た
け岳

駅
間
の
矢
岳
越
え

の
車
窓
は
、
日
本
三
大
車
窓
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
本
縦
断
最
後
の
難
所

　

平
成
5
年
、
3
年
8
か
月
を
か
け
、
貫
通
し
た
の

が
「
九
州
自
動
車
道
加
久
藤
ト
ン
ネ
ル
」
で
す
。
し

か
し
、
古
い
も
の
で
は
7
千
万
〜
1
億
年
前
の
脆
弱

化
し
た
岩
や
地
下
水
が
豊
富
な
地
層
で
、
大
湧
水
、

崩
落
な
ど
に
み
ま
わ
れ
、
幾
多
の
困
難
を
克
服
し
て

の
ト
ン
ネ
ル
貫
通
で
し
た
。
平
成
16
年
の
下
り
車
線
の

ト
ン
ネ
ル
開
通
で
、
青
森
か
ら
鹿
児
島
・
宮
崎
ま
で
の

約
2
1
5
0
キ
ロ
が
、今
度
は
高
速
道
路
で
繋
がっ
た
、

日
本
縦
断
最
後
の
難
所
で
し
た
。

　

こ
の
九
州
自
動
車
道
加
久
藤
ト
ン
ネ
ル
の
開
通
で
、

ル
ー
プ
橋
の
交
通
量
は
減
っ
て
い
ま
す
が
、
人
吉
か
ら一

直
線
に
貫
通
す
る
加
久
藤
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
、
え
び
の

ル
ー
プ
か
ら
望
む
霧
島
連
山
の
大
パノ
ラ
マ
は
、
地
形
の

克
服
を
知
る
土
木
遺
産
ル
ー
ト
で
す
。

地
形
の
克
服
を
知
る

加
久
藤
ト
ン
ネ
ル
と
ル
ー
プ

肥薩線の大畑ループ・スイッチバック
〇 熊本県人吉市

加久藤トンネルの入口とえびのループ
〇 熊本県人吉市　宮崎県えびの市
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旧
街
道
と
国
道
は

土
木
遺
産
の
宝
庫

　

旧
街
道
は
、
江
戸
時
代
、
参
勤
交
代
の
た
め
に
「
普
請
」
と
い
う
、
い

わ
ば
公
共
工
事
で
整
え
ら
れ
、
維
持
管
理
さ
れ
た
土
木
遺
産
で
す
。
そ
し

て
街
道
に
は
、
そ
の
藩
の
土
木
技
術
の
粋
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

九
州
に
も
唐
津
街
道
や
薩
摩
街
道
な
ど
、
旧
街
道
を
歩
く
活
動
を
行
っ

て
い
る
地
域
団
体
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
ガ
イ
ド
の
皆
さ
ん
の
ご
案
内

で
歴
史
に
耳
傾
け
な
が
ら
歩
く
と
、
見
逃
し
て
い
た
石
や
水
の
流
れ
か
ら

当
時
の
歴
史
が
蘇
り
ま
す
。
九
州
で
最
も
江
戸
か
ら
遠
い
薩
摩
藩
は
、
実

に
1
7
0
0
キ
ロ
、
最
長
60
日
で
街
道
を
旅
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
何
人

の
隊
列
で
、
ど
ん
な
格
好
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
他
に
は
誰
が
、
ど
ん
な
志
を

持
って
歩
い
た
ん
だ
ろ
う
。
そ
の
謎
を
と
く
た
め
に
、
地
域
の
史
料
館
や
図

書
館
を
訪
ね
る
と
、
想
像
の
翼
は
ど
こ
ま
で
も
広
が
り
ま
す
。

　

大
八
車
か
ら
自
動
車
に
代
わ
り
、
鹿
児
島
か
ら
東
京
ま
で
17
時
間
で

行
け
る
今
、
街
道
の
風
景
を
重
ね
る
と
あ
り
が
た
み
も
ひ
と
し
お
で
す
。

象
も
こ
の
峠
を

越
え
た
ん
で
す
ね

勝
海
舟
が

甚
だ
難
所
と
日
記
に

書
い
た
だ
け
あ
り
ま
す

新旧を比べる

土木遺産な旅の
ポイント 　5

旧長崎街道
桜馬場の長崎街道起点から諫
早の永昌宿跡まで徒歩で約 7
時間の道のり。長崎街道一と
いわれた峠道の旅

181 180
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暮
ら
し
の

風
景
を

た
ど
る
旅

暮
ら
し
は
と
て
も
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

電
気
、
水
道
の
イ
ン
フ
ラ
、
そ
し
て
防
災
。

そ
の
影
に
実
は
、
土
木
遺
産
が
あ
り
ま
す
。

昭和時代の国道 3 号
昭和 39 年（1964）9 月 10日、鹿児
島県庁を出発した東京オリンピックの聖
火リレー。東京へ向け旧薩摩街道の
国道３号を北上した
写真／南日本新聞社 提供

現在の国道 3 号
鹿児島インターチェンジ
〇 鹿児島県鹿児島市
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日
本
初
の
上
水
道
ダ
ム

本
河
内
ダ
ム

　

水
源
が
乏
し
い
長
崎
は
昔
か
ら
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
長
崎
水
道
は
延
宝
元
年（
1
6
7
3
）

に
、倉
田
次
郎
右
衛
門
が
私
財
を
投
じ
創
設
し
た
「
倉

田
水
樋
」
が
始
ま
り
で
、
2
0
0
年
余
り
に
わ
た
っ
て

水
を
供
給
し
続
け
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
長
崎
市
は
人
口
が
増
加
し
、

飲
料
水
が
不
足
し
た
上
に
、
コレ
ラ
が
猛
威
を
ふ
る
っ
た

た
め
、
早
急
に
近
代
水
道
の
必
要
が
高
ま
り
ま
し
た
。

日
下
義
雄
県
令
は
、「
港
湾
都
市
長
崎
発
展
の
緊
急

課
題
で
あ
る
」
と
水
道
設
置
を
決
意
し
、
吉
村
長
策

を
長
崎
県
技
師
と
し
て
水
道
設
計
監
督
に
あ
た
ら
せ

ま
す
。
中
島
川
上
流
に
明
治
22
年
（
1
8
8
9
）
４

月
に
着
手
し
、
そ
の
2
年
後
、
日
本
初
の
水
道
専
用

ダ
ム
「
本
河
内
高
部
ダ
ム
」
が
完
成
。
横
浜
、
函
館

に
次
い
で
3
番
目
の
近
代
水
道
と
な
り
ま
し
た
。

水
圧
を
支
え
る
石
積
み

　

型
枠
と
し
て
石
を
積
み
上
げ
、
コン
ク
リ
ー
ト
を
流

し
込
む
粗
石
コン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
で
、
固
ま
っ
た
後
、
積

み
上
げ
た
石
が
そ
の
ま
ま
残
る
重
厚
感
あ
ふ
れ
る
外

観
。
取
水
塔
は
煉
瓦
ブ
ロッ
ク
で
漏
水
対
策
に
モル
タ
ル

塗
布
を
施
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
本
河
内
の
山
間
部
に
近
代
水
道
が
完
成
す

る
と
、
わ
ず
か
3
年
目
で
早
く
も
長
崎
は
水
不
足
に
。

そ
の
た
め
、
下
流
に
「
本
河
内
低
部
ダ
ム
」
が
造
ら
れ

ま
し
た
。
設
計
は
同
じ
く
吉
村
長
策
。
大
阪
市
、
神

戸
市
の
水
道
工
事
長
を
歴
任
し
、
日
本
初
の
重
力
式

コン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
「
布
引
五
本
松
ダ
ム
」
を
明
治
32

年
（
1
8
9
9
）
に
完
成
さ
せ
た
後
、
佐
世
保
鎮
守
府

の
海
軍
技
師
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
本
河
内
低
部
ダ
ム

は
、
日
本
で
2
番
目
に
古
い
重
力
式
コン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム

と
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
57
年
（
1
9
8
2
）の
長
崎
大
水
害
を
受
け

た
再
開
発
に
よ
って
、
歴
史
あ
る
旧
堤
体
を
保
存
し
な

が
ら
、
利
水
に
加
え
、
治
水
機
能
も
あ
わ
せ
も
つ
ダ
ム

に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
1
3
0
年
の
ダ
ム
の
技
術

革
新
と
、
上
水
道
の
進
化
を
知
る
貴
重
な
場
所
で
す
。

　

本河内高部ダム・低部ダム見学
高部ダムの銘板は、長崎出身の官僚、伊東巳代治の
筆による「水旱無増減」。水旱（すいかん）は洪水と
旱魃のことで、それらがあっても水道水の供給に増減は
ないという意味
〇 長崎県長崎市

184
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耳
川
水
系

ダ
ム
建
設
の
革
新

　

宮
崎
県
の
耳
川
水
系
は
、
急
峻
で
水
量
豊
富

な
川
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
耳
川
水
系
の
開
発
に
先
鞭
を
つ
け
た
の

は
、
当
時
耳
川
上
流
の
椎
葉
村
に
1
万
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
造
林
事
業
を
始
め
て
い
た
住
友
財
閥
で

し
た
。
大
正
7
年（
1
9
1
8
）に
水
利
権
申

請
が
な
さ
れ
、
電
源
開
発
の
た
め
、
大
正
9
年

（
1
9
2
0
）
に
許
可
さ
れ
て
い
ま
す
。
急
速
な

重
工
業
化
に
よ
っ
て
、
水
力
発
電
事
業
が
急
速

に
拡
大
し
た
時
期
で
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
14

年
（
1
9
2
5
）、
住
友
財
閥
を
含
め
た
4
社
で

九
州
送
電
株
式
会
社
（
現
在
の
九
州
電
力
）
が

設
立
さ
れ
、
耳
川
の
電
力
開
発
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
諸
塚
か
ら
椎
葉
村
ま
で
は
車
の
通
れ

る
道
は
な
く
、
舟
筏
や
高
瀬
舟
に
頼
っ
て
い
ま
し

た
。
宮
崎
県
で
も
何
度
も
道
路
計
画
さ
れ
ま
し

た
が
、
工
事
も
困
難
で
資
金
も
な
く
断
念
。
大

正
15
年（
1
9
2
6
）の
住
友
財
閥
に
よ
る
計
画

変
更
に
乗
じ
て
、
西
郷
村
か
ら
椎
葉
村
に
至
る

幅
員
4
メ
ー
ト
ル
の
道
路
整
備
を
住
友
財
閥
で

整
備
す
る
と
い
う
計
画
を
結
び
ま
し
た
。
現
在

の
国
道
3
2
7
号
で
、
当
時
財
閥
が
出
し
た
総

額
に
ち
な
み
「
1
0
0
万
円
道
路
」
と
呼
ば
れ
、

満
5
年
を
費
や
し
、
上
椎
葉
ま
で
完
成
す
る
と
、

ト
ラ
ッ
ク
輸
送
が
主
流
と
な
り
、
物
流
は
ス
ピ
ー

ド
ア
ッ
プ
し
、
村
の
暮
ら
し
は
大
き
く
変
化
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
延
岡
の
丸
ヶ
島
か
ら
約
40
キ
ロ
を

索
道
で
繋
ぎ
、
砂
や
セ
メ
ン
ト
、
鉄
筋
な
ど
、
40

秒
間
隔
で
吊
し
運
搬
し
た
こ
と
は
、
ダ
ム
建
設
に

お
け
る
劇
的
な
変
化
で
し
た
。

　

こ
の
後
、
耳
川
水
系
に
は
、
8
つ
の
ダ
ム
と
7

つ
の
発
電
所
と
い
う
、
他
の
河
川
で
は
稀
に
見
る

数
の
電
力
施
設
が
、
次
々
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

『
九
州
の
電
力
河
川　

耳
川
水
系
の
今
昔w

ith 

ダ
ム

〜
地
域
と
共
に
歩
ん
だ
90
年
と
こ
れ
か
ら
の
百
年
を
目
指
し
て
〜
』

九
州
電
力
株
式
会
社 

耳
川
水
力
整
備
事
務
所　

よ
り
引
用

当時の索道基地（延岡市）
写真／九州電力株式会社耳川水力整備事務所 所蔵

当時の運送の様子（現在の国道327号）
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機
械
化
技
術
の
先
駆
け

塚
原
ダ
ム

　

塚つ
か
ば
る原

ダ
ム
は
、
耳
川
中
流
域
の
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
諸
塚
村

と
西
郷
村（
現
在
の
美
郷
町
）に
ま
た
がって
建
設
さ
れ
た
コン
ク

リ
ー
ト
重
力
式
ダ
ム
で
す
。
堤
高
87
メ
ー
ト
ル
。
高
欄
や
小
塔

に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
凹
凸
は
万
里
の
長
城
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
と

い
わ
れ
、
昭
和
13
年
（
1
9
3
8
）の
完
成
当
時
、
重
力
式
コ

ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
と
し
て
、
東
洋
一の
高
さ
を
誇
り
ま
し
た
。　

　
コン
ク
リ
ー
ト
材
料
の
開
発
や
、
打
設
に
は
日
本
初
の
ケ
ー
ブ
ル

ク
レ
ー
ン
を
使
う
な
ど
、
機
械
化
技
術
が
採
用
さ
れ
、コン
ク
リ
ー

ト
に
使
用
す
る
砂
は
延
岡
か
ら
の
索
道
で
昼
夜
運
搬
さ
れ
ま
し

た
。
コン
ク
リ
ー
ト
は
製
造
設
備
バッ
チ
ャ
ー
プ
ラ
ン
ト
で
現
場
で

製
造
さ
れ
、
プ
ラ
ン
ト
が
当
時
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
塚
原

ダ
ム
は
、
そ
の
後
の
近
代
ダ
ム
建
設
の
礎
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
大
工
事
で
は
44
名
も
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
ま
し

た
。
ダ
ム
右
岸
に
建
立
さ
れ
た
慰
霊
碑
。
レ
リ
ー
フ
の
女
神
と

工
事
姿
の
人
び
と
の
姿
に
、
心
打
た
れ
ま
す
。

右／工事中の塚原ダム。中央の建物がバッチャープラント
上／木で組まれた当時の足場
右下／現在の塚原ダム　左下／バゲットによるコンクリート打設　
モノクローム写真／九州電力株式会社耳川水力整備事務所 所蔵
〇 宮崎県東臼杵郡諸塚村、美郷町
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上椎葉ダム
特徴は、「スキージャンプ式洪水吐」で、放流した水が中
央部分でぶつかることで巨大なエネルギーを相殺し、落下
する仕組みで、迫力がある。その風格ある佇まいから、近
年ダム愛好家を通じ敬意を込めて「閣下」と呼ばれ、観
光放水は多くの人で賑わう
写真／九州電力株式会社耳川水力整備事務所 所蔵
〇 宮崎県東臼杵郡椎葉村

閣
下
と
呼
ば
れ
る

ア
ー
チ
ダ
ム

上
椎
葉
ダ
ム

191 190
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昭
和
13
年
（
1
9
3
8
）の
塚
原
ダ
ム
の
完
成
の
翌
年
、
電
力
管
理
法
に
よ
って
電
力
事

業
は
国
家
総
力
戦
の
名
の
下
で
国
家
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
耳
川
を
含
む
全
て
の
水

力
発
電
施
設
と
発
電
用
水
利
権
は
、
日
本
発
送
電
株
式
会
社
が
保
有
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
戦
争
の
足
音
が
き
こ
え
る
中
、
八
幡
製
鐵
所
を
始
め
と
す
る
北
九
州
工
業
地
帯

への
電
力
供
給
が
重
視
さ
れ
、
さ
ら
な
る
電
源
開
発
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
中
で
有
力
な

開
発
地
点
と
し
て
上
椎
葉
が
選
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
戦
局
の
悪
化
に
よ
って
計
画
は
中
断
せ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
終
戦
後
、一日
も
早
い
復
興
を
と
げ
る
た
め
、
北
九
州
工
業
地
帯
への
送
電
が
重

要
視
さ
れ
ま
す
。
日
本
発
送
電
株
式
会
社
九
州
支
店（
現
在
の
九
州
電
力
）は
昭
和
21
年

（
1
9
4
6
）に
早
く
も
現
在
の
位
置
で
測
量
を
開
始
。
本
格
的
な
建
設
事
業
に
乗
り
出

し
ま
す
。
耳
川
の
最
上
流
、
九
州
山
脈
の
も
っ
と
も
奥
深
く
、
平
家
落
人
の
里
と
し
て
伝

え
ら
れ
る
椎
葉
村
で
、
昭
和
25
年
（
1
9
5
0
）、
戦
後
初
の
九
州
に
お
け
る
大
規
模
土
木

プ
ロ
ジェク
ト
、　

上
椎
葉
ダ
ム
建
設
事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

技
術
の
知
見
は
世
紀
の
大
事
業
へ
と

　

重
力
式
ダ
ム
は
、ダ
ム
自
体
の
重
さ
に
よ
り
、水
圧
に
耐
え
る
よ
う
な
構
造
で
す
。一
方
、ア
ー

チ
式
ダ
ム
は
、 

両
側
の
岩
盤
に
圧
力
を
分
散
さ
せ
、
水
圧
に
耐
え
る
構
造
と
な
って
い
ま
す
。

上
椎
葉
ダ
ム
の
建
設
予
定
地
は
、
両
岸
と
も
堅
固
な
花
崗
岩
で
あ
る
こ
と
か
ら
ア
ー
チ
式
ダ

ム
が
選
ば
れ
ま
し
た
が
、
ダ
ム
堤
体
の
厚
さ
を
よ
り
厚
く
し
、
さ
ら
に
現
在
主
流
の
ド
ー
ム
型

で
は
な
く
、
直
立
し
た
円
筒
型
の
ア
ー
チ
ダ
ム
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
貯
水
時
の
莫
大
な
水

圧
や
地
震
に
耐
え
う
る
型
式
と
し
ま
し
た
。

　

塚
原
ダ
ム
建
設
の
た
め
に
造
ら
れ
た
索
道
を
更
新
、
延
長
し
、
往
復
で
約
1
4
0
0

個
の
搬
器
が
空
中
に
吊
さ
れ
、
延
岡
・
上
椎
葉
間
を
約
8
時
間
で
資
材
が
運
ば
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
て
高
さ
1
1
1
メ
ー
ト
ル
の
日
本
初
の
本
格
的
な
ア
ー
チ
式
ダ
ム
と
し
て
、
5

年
の
歳
月
と
、
延
べ
5
0
0
万
人
の
動
員
、
1
3
0
億
も
の
巨
費
を
投
じ
、
昭
和
30
年

（
1
9
5
5
）5
月
、
上
椎
葉
ダ
ム
は
完
成
し
ま
し
た
。
耳
川
水
系
の
水
力
発
電
所
群
の

中
核
を
な
し
、
ダ
ム
に
付
設
す
る
上
椎
葉
発
電
所
に
よ
って
、
最
大
9
万
キ
ロワ
ッ
ト
の
電
力

を
北
九
州
工
業
地
帯
に
送
電
し
て
い
ま
す
。

　

毎
年
襲
い
来
る
台
風
な
ど
、
完
成
ま
で
の
道
の
り
は
苦
難
の
連
続
で
し
た
。
昭
和
29
年

（
1
9
5
4
）9
月
の
台
風
12
号
に
よ
る
被
害
は
特
に
甚
大
で
、
耳
川
上
流
域
で
総
雨
量

7
0
0
ミ
リ
を
超
え
る
記
録
的
な
豪
雨
が
ダ
ム
現
場
を
襲
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
建
設
中

の
上
椎
葉
発
電
所
が
損
壊
、
建
設
プ
ラ
ン
ト
な
ど
多
く
の
資
材
が
流
失
し
、
工
事
も
半
年

の
遅
れ
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
ほ
ど
の
難
工
事
。
1
0
5
人
の
殉
職
者
を
追
悼
す
る
三
女
神

像
が
、
ダ
ム
を一
望
す
る
場
所
に
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ダ
ム
の
未
知
な
る
部
分
を
克
服
す
る
た
め
、
当
時
の
土
木
技
術
の
粋
を
尽
く
し
て
建
設

さ
れ
た
上
椎
葉
ダ
ム
。
こ
の
ダ
ム
建
設
で
得
ら
れ
た
知
見
は
、
後
の
世
紀
の
大
事
業
、
黒

部
ダ
ム
の
建
設
へ
と
繋
がって
い
き
ま
す
。
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万歳する工事関係者たち
右上／ダム上流側底部
右下／ダム最底部の工事中の仮排水路
写真／九州電力株式会社耳川水力整備事務所 所蔵
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曽木発電所遺構
明治 42 年（1909）に竣工し、創設者は野口遵。
牛尾大口金山に電力を供給するため明治 39 年

（1906）に曽木の滝の水力を利用する電気事業
を起こし、出力は 6,700キロワットと当時国内最大
級だった。余剰電力を使い水俣ではカーバイト生
産を開始。戦前における日本最大の化学会社へ
と発展したため、この発電所は日本化学工場発
祥の地といわれる。昭和 40 年（1965）に、鶴田
ダムの完成と同時に水没し、渇水期の 5 月から9 
月に煉瓦造りの建物が姿を現し、展望所から観る
ことができる
〇 鹿児島県伊佐市

197 196

イ
ン
フ
ラ
ツ
ア
ー

今
し
か
見
ら
れ
な
い
ダ
ム
の
姿

立野ダムの工事風景
水害や土砂災害から下流の熊本市を守る治水
を目的とする重力式コンクリートダム。普段は水を
ためず、洪水の時は調節を行う。平成 28 年の
最大震度 7を記録した熊本地震で建設地周辺
に斜面崩壊などがみられ、基礎となる岩盤の状
況などの調査が行われた後、令和 2 年にコンク
リートの打設が始まった。令和 5 年に完成予定
〇 熊本県菊池郡大津町（左岸）
　 熊本県阿蘇郡南阿蘇村（右岸）
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市房ダム
発電で使用した水が球磨南部一帯の約 3,570 ヘ
クタールの水田などに農業用水として供給される。
背景としてそびえるのは霊峰「市房山」
〇 熊本県球磨郡水上村

公
文
書
と
な
っ
た

九
州
豪
雨
の
日
の
メ
モ

　

ダ
ム
に
花
の
名
所
が
多
い
の
は
、
工
事
に
関
わ
っ
た
設
計
者
の
思
い
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

巨
大
な
コン
ク
リ
ー
ト
の
塊
で
、
時
に
は
集
落
の
暮
ら
し
が
水
底
と
な
る
こ
と
も
あ
る
工
事
。

こ
の
ダ
ム
が
人
び
と
に
愛
さ
れ
、
憩
い
の
場
と
な
る
よ
う
願
い
、
つ
く
ら
れ
る
植
栽
計
画
。

熊
本
県
水
上
村
の
市
房
ダ
ム
に
は
、
春
に
な
る
と
一
万
本
の
桜
が
咲
き
誇
り
ま
す
。

　

令
和
2
年
の
7
月
4
日
の
九
州
豪
雨
は
、
昭
和
40
年
（
1
9
6
5
）の
水
害
に
基
づ

く
治
水
対
策
の
想
定
を
は
る
か
に
上
回
る
未
曽
有
の
降
水
量
で
し
た
。
3
日
夜
か
ら
4

日
朝
に
か
け
、
線
状
降
水
帯
が
猛
烈
な
雨
を
降
ら
せ
、
24
時
間
で
4
0
0
ミ
リ
を
超
え

る
降
水
量
。
未
明
か
ら
、
ダ
ム
の
水
位
は
予
測
を
超
え
た
急
上
昇
を
始
め
ま
し
た
。

　

緊
急
放
流
が
寸
前
で
回
避
さ
れ
た
市
房
ダ
ム
の
管
理
所
長
に
よ
り
、
紙
４
枚
に
青
と

赤
の
ペン
で
書
か
れ
た
緊
迫
の
メ
モ
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
午
前
4
時
、
満
水
が
目
前
に
迫

り
、
緊
急
放
流
の
目
安
ま
で
わ
ず
か
10
セ
ン
チ
。
流
域
で
は
複
数
の
地
点
が
「
氾
濫
危

険
水
位
」
を
超
え
、
ダ
ム
の
決
壊
を
避
け
る
放
流
に
踏
み
切
る
か
、
持
ち
こ
た
え
ら
れ
る

の
か
。
水
位
、
予
測
す
る
水
の
流
入
量
、
指
示
、
市
町
村
と
の
連
絡
が
書
き
込
ま
れ
、

そ
し
て
午
前
6
時
半
、
県
が
2
時
間
後
の
放
流
開
始
を
発
表
し
ま
す
。　
　
　
　

　

放
流
30
分
前
の
午
前
8
時
。
雨
が
弱
ま
り
、
流
入
す
る
水
は
減
る
と
予
測
が
立
ち
、

メ
モ
に
は
、最
高
水
位
「
2
8
3
メ
ー
ト
ル
は
超
え
な
い
！
」、そ
し
て
「
絶
対
」
の
文
字
。

放
流
回
避
へ
大
き
く
動
い
た
瞬
間
で
し
た
。
県
は
午
前
10
時
半
、
正
式
に
取
り
や
め
を

決
め
、
メ
モ
の
最
後
に
は
「
中
止
」
の
大
き
な
二
文
字
が
花
丸
で
囲
ま
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
メ
モ
は
、
県
に
よ
って
「
歴
史
公
文
書
」
と
し
て
永
久
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

198

球
磨
川
本
流
を
彩
る
一
万
本
の
桜
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八丁原地熱発電所
蒸気井（じょうきせい）は、地下深部の地熱貯留
層から熱水と蒸気を取り出すための井戸で、この
蒸気でタービンを回し発電する。30 本程度の蒸
気井があり、浅いもので 760メートル、最も深いも
ので 3,000メートルある
〇 大分県玖珠郡九重町

地
球
を
感
じ
る

地
熱
発
電
所

　

阿
蘇
の
や
ま
な
みハイ
ウェイ
か
ら
筋
湯
温
泉
へ
向
か
う
と
、
九
重
連
山
を
背
景
に

大
き
な
水
蒸
気
の
柱
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

大
分
県
玖
珠
郡
九
重
町
に
あ
る「
九
州
電
力
八
丁
原
地
熱
発
電
所
」
で
す
。

　

大
正
8
年
（
1
9
1
9
）、
将
来
の
石
油
・
石
炭
枯
渇
に
備
え
、
海
軍
中
将
山

内
万
寿
治
氏
が
石
油
・
石
炭
の
代
替
熱
源
と
し
て
地
熱
利
用
調
査
の
結
果
、
大

分
県
速
見
郡
朝
日
村
（
現
在
の
別
府
市
）の
坊
主
地
獄
付
近
で
、
噴
気
孔
掘
削
に

成
功
し
ま
す
。
そ
の
後
、
東
京
電
灯
株
式
会
社
の
太
刀
川
平
治
研
究
所
長
が
山

内
氏
の
事
業
を
引
継
ぎ
、
大
正
14
年
（
1
9
2
5
）
11
月
13
日
、
つ
い
に
日
本
初

の
地
熱
発
電
に
成
功
。
そ
の
出
力
は
1
・
12
キ
ロワ
ッ
ト
だ
っ
た
と
いい
ま
す
。

　

地
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
熱
源
は
プ
レ
ー
ト
の
移
動
に
よ
る
摩
擦
熱
な
ど
で
生
じ
た
マ
グ

マ
溜
り
で
す
が
、
八
丁
原
地
域
で
は
こ
の
マ
グ
マ
溜
り
に
よ
る
火
山
活
動
が
約
20
万

年
前
に
起
き
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
熱
源
で
現
在
の
地
熱
貯
留
層
が
形
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
八
丁
原
地
熱
発
電
所
の
運
用
は
、
第
2
次
オ
イ
ルショッ
ク
の
翌
年
の
昭
和
52

年
（
1
9
7
7
）。
現
在
、
1
・
2
号
機
あ
わ
せ
て
日
本
最
大
の
11
万
キ
ロワ
ッ
ト
の

出
力
を
誇
り
ま
す
。

　

年
間
の
発
生
電
力
量
は
約
8
億
7
千
万
キ
ロワ
ッ
ト
時
で
、
節
約
で
き
る
石
油

は
ほ
ぼ
20
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
。
化
石
燃
料
は
全
く
使
わ
ず
、
地
下
か
ら
取
り
出
し
た

蒸
気
を
利
用
す
る
ク
リ
ー
ン
な
発
電
で
、
火
力
発
電
の
ボ
イ
ラ
ー
の
役
割
を
地
球
が

果
た
し
て
い
ま
す
。
見
学
コ
ー
ス
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
学
ぶ
旅
で
す
。

201

九
州
は
日
本
初
の

地
熱
発
電
の
地
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風
景
画
の
よ
う
に

記
憶
に
残
る
道

や
ま
な
みハイ
ウェイ

やまなみハイウェイ
千年来、放牧など人の営みによって守られた広大な草原
の中を、ゆるやかなカーブで走るやまなみハイウェイ。阿蘇
の早春の風物詩として知られる野焼きの後、１週間もすると
黒 と々した土地が青い絨毯を敷き詰めたように若草に覆わ
れ、放牧が始まる
〇 熊本県熊本市、阿蘇市、大分県由布市

203 202
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別
府
市
か
ら
阿
蘇
市
宮
地
駅
前
を
結
ぶ
、
全
長
58
キ
ロ
の
大
分
・
熊
本
県
道
11
号
「
や

ま
な
みハイ
ウ
ェ
イ
」
は
、
牧
ノ
戸
峠
の
最
高
地
点
と
、
1
3
2
9
メ
ー
ト
ル
の
標
高
差
が
あ

り
ま
す
。
山
の
稜
線
は
走
ら
ず
、
谷
や
低
地
を
や
さ
し
く
縫
う
よ
う
に
収
め
ら
れ
た
道
路
。

ト
ン
ネ
ル
は
な
く
橋
も
わ
ず
か
で
、
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
き
ま
す
。
そ
し
て
時
と
し
て一

直
線
に
な
り
、
視
界
を
遮
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
阿
蘇
五
岳
と
九
重
連
山
の
遠
景
を
見
事
に

楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
平
均
傾
斜
4
・
5
％
の
ゆ
る
や
か
な
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
は
、ド
ラ
イ
ブ
コ
ー

ス
で
あ
り
な
が
ら
サ
イ
ク
リ
ス
ト
や
ト
レッ
キ
ン
グ
を
楽
し
む
人
び
と
に
も
愛
さ
れ
る
、
日
本
初

の
パー
ク
ウェイ
で
す
。

「
九
州
横
断
国
際
遊
覧
大
幹
線
」
請
願

　

や
ま
な
み
ハ
イ
ウ
ェ
イ
は
別
府
の
観
光
開
発
に
尽
力
し
た
油
屋
熊
八
が
昭
和
2
年

（
1
9
2
7
）に
構
想
し
た
「
九
州
大
国
立
公
園
実
現
提
唱
」
が
原
点
と
さ
れ
ま
す
。
熊

八
の
、
別
府
か
ら
阿
蘇
、
熊
本
、
長
崎
を
道
路
と
観
光
地
づ
く
り
で
つ
な
ぐ
と
い
う
思
い
は
、

4
年
後
に
3
県
の
知
事
ら
と
と
も
に
「
九
州
横
断
国
際
遊
覧
大
幹
線
」
建
設
の
請
願
を

国
に
出
す
ま
で
に
現
実
化
し
ま
し
た
が
、
熊
八
は
こ
の
世
を
去
り
、
そ
の
夢
は
戦
争
で
手
つ

か
ず
の
ま
ま
で
し
た
。

　

昭
和
31
年
（
1
9
5
6
）
4
月
、
日
本
道
路
公
団
が
発
足
し
ま
す
。
経
済
白
書
で
宣
言

さ
れ
た
、「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
が
流
行
語
と
な
っ
た
こ
の
年
、
そ
の
初
の
仕
事
は
、
道

路
は
無
料
と
い
う
常
識
を
覆
す一
般
有
料
道
路
建
設
で
し
た
。
国
立
公
園
と
し
て
指
定
さ

れ
た
宮
崎
県
の
霧
島
、
長
崎
県
の
雲
仙
、
そ
し
て
、
く
じ
ゅ
う
・
阿
蘇
の
山
岳
道
路
が
計

画
さ
れ
、
最
新
の
大
型
重
機
が
投
入
さ
れ
ま
す
。
安
全
と
効
率
を
追
求
し
た
工
事
は
、
後

に
続
く
名
神
・
東
名
高
速
道
路
建
設
に
備
え
た
も
の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
も
固
ま
る
前
に
凍
っ
て
し
ま
う
氷
点

下
の
気
温
と
、
赤
ボ
ク
、
黒
ボ
ク
、
ボ
ラ
の
崩
れ
来
る
火
山
性
地
盤
と
の
壮
絶
な
闘
い
。

全
線
開
通
し
た
昭
和
39
年
（
1
9
6
4
）
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
で
し
た
。
総
人
員

57
万
７
千
人
、
セ
メ
ン
ト
1
万
2
4
0
0
ト
ン
、
ア
ス
フ
ァル
ト
2
5
0
0
ト
ン
を
投
じ
た
歴

史
、
そ
し
て
殉
職
者
14
名
の
名
が
刻
ま
れ
た
祈
念
碑
が
、
長
者
原
か
ら
草
原
を
見
守
って

い
ま
す
。

種
を
ま
く
土
木
工
事

　

や
ま
な
みハイ
ウェイ
で
は
、
土
を
削
り
現
れ
る
道
路
両
側
の
法
面
は
コン
ク
リ
ー
ト
で
固
め

ず
、
草
が
根
を
張
る
よ
う
種
と
肥
料
が
吹
き
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
さ
え
も
、
数
十
セ
ン

チ
の
霜
柱
で
浮
き
上
が
り
、
崩
れ
落
ち
れ
ば
別
の
工
法
を
試
み
る
こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、

草
原
と
道
路
が
ひ
と
つ
の
絵
の
よ
う
な
風
景
は
生
ま
れ
ま
し
た
。
野
焼
き
と
放
牧
に
よ
って

受
け
継
が
れ
て
き
た
草
原
に
、
道
を
描
き
、
種
を
ま
く
。

　

重
機
だ
け
で
は
為
し
得
な
い
物
語
が
潜
む
、
や
ま
な
みハイ
ウェイ
で
す
。

やまなみハイウェイの春夏秋冬
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日
本
道
路
公
団
の
初
代
総
裁
は
、
実
業
家
で

戦
前
よ
り
内
閣
の
要
職
を
歴
任
し
た
岸
道
三
が
務

め
ま
し
た
。
昭
和
37
年
（
1
9
6
2
）
3
月
、
在

任
中
に
亡
く
な
る
ま
で
、
高
速
道
路
な
ど
の
大
き

な
事
業
を
次
々
に
手
掛
け
な
が
ら
、
一
貫
し
て
「
景

観
を
し
っ
か
り
」
と
い
う
信
念
を
も
ち
続
け
て
い
ま

し
た
。
公
団
内
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
道
路

や
橋
へ
の
「
美
し
さ
」
に
つ
い
て
の
意
見
を
集
め
る

審
美
委
員
会
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
岸
総
裁
の
時
代
に
、
有
料
の
道
路
を
整
備

し
、
通
行
料
で
費
用
を
償
還
し
て
い
く
第
1
号
事

業
と
な
っ
た
の
が
「
雲
仙
・
島
原
道
路
」
で
す
。

続
く
や
ま
な
みハイ
ウ
ェ
イ
、
西
海
橋
、
若
戸
大
橋
、

天
草
五
橋
な
ど
、
歴
史
に
残
り
、
後
の
名
神
な
ど

の
高
速
道
路
へ
と
繋
が
る
事
業
が
九
州
で
次
々
に

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
ク
ロ
ソ
イ
ド
曲
線
」
と
は
、
人
間
の
運
命
の

糸
を
紡
ぐ
と
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
女
神
ク
ロ
ー

ソ
ー
に
由
来
す
る
も
の
で
、
イ
タ
リ
ア
の
数
学
者

ア
ー
ネ
ス
ト
・
チ
ェ
ザ
ロ
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
緩

和
曲
線
で
す
。
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
建
設
で
、

日
本
の
美
し
い
道
を
つ
く
る

ク
ロソ
イ
ド
曲
線

道
路
線
形
と
し
て
世
界
で
最
初
に
採
用
さ
れ
ま
し

た
が
、
九
州
で
は
雲
仙
・
島
原
道
路
や
、
や
ま
な

み
ハ
イ
ウ
ェ
イ
に
採
用
さ
れ
、
道
路
公
団
が
目
指
し

た
「
美
し
い
道
路
」
の
先
駆
け
と
な
り
ま
し
た
。
ハ

ン
ド
ル
を一
定
の
ス
ピ
ー
ド
で
回
し
た
時
に
車
が
描
く

緩
や
か
な
曲
線
の
こ
と
で
、
カ
ー
ブ
で
の
ス
ム
ー
ズ
な

ハン
ド
ル
操
作
を
可
能
に
し
、
風
景
を
楽
し
み
な
が

ら
、
し
か
も
安
全
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
の
道
路
に
は
多
く
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、　

技
術
者
た
ち
は
、
そ
の
当
時
初
め
て
の
ク
ロソ
イ
ド

曲
線
に
、
算
盤
と
手
回
し
計
算
機
、
計
算
尺
で

挑
み
ま
し
た
。
点
々
と
中
央
線
に
杭
を
打
ち
、
複

雑
な
地
形
の
中
、
イ
メ
ー
ジ
通
り
に
綱
を
張
っ
て
道

路
線
形
を
つ
く
っ
て
い
く
根
気
の
い
る
現
場
で
し
た
。

G
P
S
も
な
い
時
代
、
一
番
確
か
だ
っ
た
の
は
技

術
者
た
ち
の
目
、
肉
眼
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

忘
れ
得
ぬ
風
景
の
陰
に
は
、
土
木
技
術
の
歴
史

に
残
る
、
美
し
い
道
路
が
あ
り
ま
す
。

朝焼けのミルクロード
阿蘇西麓の大津町付近の県道339号から12号、
45 号を経て、外輪山の北東部へと至る全長約
45km の美しいドライブコース。草原は、秋は風に
揺らぐススキ野となる
〇 熊本県阿蘇市、菊池郡大津町
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砂
防
堰
堤

嬉
し
泣
き

　

山
を
川
沿
い
に
歩
く
と
、
あ
る
「
顔
」に
出
会
い
ま
す
。

　

3
つ
の
水
抜
き
穴
か
ら
流
れ
出
る
山
水
が
、
ま
る
で
涙
を
流

し
て
い
る
か
の
よ
う
。
台
風
や
豪
雨
の
と
き
に
上
流
か
ら
の
土

砂
を
受
け
止
め
、
下
流
に
流
れ
る
量
を
調
節
す
る
砂
防
堰
堤
、

そ
し
て
砂
防
ダ
ム
の
風
景
で
す
。

　

同
時
に
川
の
勾
配
が
ゆ
る
や
か
に
な
り
、
川
底
や
河
岸
が
削

ら
れ
る
の
を
防
い
で
両
岸
の
山
裾
も
固
定
し
、
山
や
斜
面
の
崩

れ
を
防
い
で
く
れ
る
、
そ
ん
な
役
目
が
わ
か
る
と
、
な
ん
だ
か
嬉

し
泣
き
に
も
見
え
て
き
ま
す
。

大
石
転
が
る
急
流
で

　

狭
い
渓
谷
の
急
流
を
静
か
に
守
る
「
臼
う
す
の
は
ら
い払
砂
防
堰
堤
」
は
、

福
岡
県
八
女
市
を
流
れ
る
矢
部
川
支
流
の
臼
払
川
に
造
ら
れ

た
砂
防
堰
堤
で
、
昭
和
16
年
（
1
9
4
1
）
に
完
成
し
ま
し

た
。
当
時
の
事
業
費
は
、
1
万
1
千
4
2
3
円
。
昭
和
26
年

（
1
9
5
1
）に
建
設
さ
れ
た
下
流
の
同
規
模
の
堰
堤
の
事
業

費
は
金
額
で
約
1
4
0
倍
と
な
り
、
戦
後
の
防
災
、
国
土
強

靱
化
が
い
か
に
旺
盛
だ
っ
た
か
を
物
語
って
い
ま
す
。

臼払砂防堰堤
現在、管轄内の砂防指定河川が 100を超える
福岡県八女土木事務所が、最初に行った砂防工事
で建設された堰堤
〇 福岡県八女市矢部村

208

葛籠川の砂防堰堤
昭和 39 年（1964）に新河川法が施工さ
れ、15メートル以上がダムと区別されたの
で「堰堤」ではあるものの「泣いてる砂
防ダム」とし親しまれている「うきは森林セ
ラピー」の名所
〇 福岡県うきは市
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世
界
に
誇
る

命
を
守
る
砂
防
技
術

　

鹿
児
島
湾
は
、
約
2
万
9
千
年
前
に
海
底
火
山
が
巨
大
噴
火
を
お
こ
し
、
陥
没
に
よ
って
で
き
た
カ
ル

デ
ラ
で
す
。
そ
の
お
よ
そ
3
千
年
後
に
、
そ
の
南
端
で
始
ま
っ
た
噴
火
活
動
に
よ
って
桜
島
が
誕
生
し
ま
し

た
。
20
世
紀
最
大
の
火
山
災
害
、
大
正
3
年
（
1
9
1
4
）の
大
正
噴
火
で
は
溶
岩
流
が
瀬
戸
海
峡
へ

と
流
れ
込
み
、
大
隅
半
島
は
陸
続
き
に
。「
薩
摩
藩
造
船
所
」
は
黒
神
集
落
と
と
も
に
火
山
灰
と
噴
石

に
埋
も
れ
、
上
部
を
わ
ず
か
に
残
す
「
腹は

ら
ご
し
ゃ

五
者
神
社
」
の
「
埋
没
鳥
居
」
が
、
そ
の
す
さ
ま
じ
さ
を
今
に

伝
え
て
い
ま
す
。

　

平
成
2
年
11
月
17
日
、
1
9
8
年
ぶ
り
に
火
山
噴
火
活
動
を
再
開
し
た
長
崎
県
島
原
市
の
雲
仙
普

賢
岳
で
は
、
そ
の
翌
年
、
水
無
川
流
域
に
お
い
て
大
火
砕
流
が
発
生
し
ま
し
た
。
度
重
な
る
火
砕
流
や

少
し
の
雨
で
も
お
こ
る
土
石
流
で
2
5
0
0
棟
に
も
の
ぼ
る
家
屋
が
被
災
し
、 

国
道
や
島
原
鉄
道
な
ど
の

交
通
網
を
寸
断
し
ま
し
た
。
作
業
員
の
命
を
守
る
た
め
、
重
機
な
ど
を
遠
隔
で
操
作
す
る
無
人
化
施
工

の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
が
「
水
無
川
1
号
砂
防
ダ
ム
」。
そ
の
後
も
土
石
流
や
、
大
規
模
爆
発
の
溶
岩
流

を
安
全
な
方
向
に
導
く
導
流
堤
や
砂
防
堰
堤
が
整
備
さ
れ
、
集
落
を
見
守
って
い
ま
す
。

海
外
で
も
「
S
A
B
O
」

　

土
砂
災
害
を
防
ぐ
ほ
か
、
復
旧
工
事
、
災
害
が
お
こ
る
仕
組
み
の
研
究
や
避
難
指
導
も
「
砂
防
」
の

仕
事
で
す
。
3
分
の
2
を
森
林
が
占
め
る
日
本
に
は
、
9
万
基
以
上
の
砂
防
ダ
ム
が
あ
り
、
そ
の
技
術
は

高
く
、
諸
外
国
に
も
指
導
を
行
って
き
ま
し
た
。
戦
後
の
復
興
期
、
昭
和
25
年（
1
9
5
0
）
頃
か
ら
海

外
で
も
「
S
A
B
O
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
日
本
が
世
界
に
誇
る
土
木
技
術
で
す
。

「島原半島ユネスコ世界ジオパーク」の「土石流被災家屋保存
公園」に残る、2.8m の厚さの土砂に埋もれた家屋の姿
〇長崎県島原市

210

桜島の溶岩砂防ダム
土石流や火山活動の監視を行っている

「桜島国際火山砂防センター」では、
火山活動から砂防施設まで、噴火の歴
史を学ぶことができる。普段、目にすること
のない実際の桜島の土石流の映像も公
開されている
〇 鹿児島県鹿児島市
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外
所
地
震
供
養
碑

　
「
日
向
の
国
地
大
い
に
震
し
、
且
つ
、

津
浪
俄
か
に
来
た
り
て
…
古
今
未
曽
有

の
大
災
な
り
」。
寛
文
2
年（
1
6
6
2
）

9
月
19
日
、
日
向
灘
沖
を
震
源
と
す
る

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
7
・
6
の
大
地
震
で
、
宮

崎
県
の
大
部
分
で
震
度
5
以
上
の
揺
れ

が
あ
り
、
高
さ
4
か
ら
5
メ
ー
ト
ル
の
津

波
が
宮
崎
県
か
ら
鹿
児
島
県
大
隅
半
島

へ
押
し
寄
せ
ま
し
た
。
飫
肥
藩
領
を
中

心
に
死
者
2
0
0
人
、
家
屋
倒
壊
は

3
8
0
0
棟
に
上
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

７
つ
の
石
碑
が
並
ぶ
宮
崎
市
熊
野
地
区

に
あ
る
「
外

と
ん
と
こ
ろ所

地
震
供
養
碑
」
は
、
お
よ

そ
50
年
ご
と
に
地
元
の
人
が
新
し
い
石
碑

を
建
て
て
法
要
を
行
い
、
3
5
0
年
以
上

に
渡
り
記
憶
が
次
の
世
代
へ
と
引
き
継
が

れ
て
い
ま
す
。

決
し
て
忘
れ
な
い

と
ん
と
こ
ろ
と
畳
堤

特
殊
堤
防 

畳
堤

　

延
岡
市
の
五
ヶ
瀬
川
沿
い
に
あ
る
高
さ

60
セ
ン
チ
の
橋
の
高
欄
に
似
た
コ
ン
ク
リ
ー

ト
製
の
堤
防
に
は
、
上
か
ら
見
る
と
幅
7

セ
ン
チ
の
隙
間
が
あ
り
ま
す
。

　

台
風
な
ど
で
川
の
水
が
堤
防
を
越
え
て

氾
濫
す
る
前
に
、
こ
の
隙
間
に
す
っ
ぽ
り

と
畳
を
立
て
て
は
め
込
み
、
洪
水
を
防
ぐ

仕
組
み
で
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
つ

く
ら
れ
正
式
名
称
は
特
殊
堤
防
「
畳
堤
」

と
い
い
ま
す
。
全
国
に
3
つ
し
か
な
い
貴
重

な
土
木
遺
産
で
す
。

　

平
成
13
年
に「
五
ヶ
瀬
川
の
畳
堤
を
守

る
会
」
が
設
立
さ
れ
、
保
存
活
動
と
歴

史
の
伝
承
を
行
っ
て
い
ま
す
。
自
ら
守
る

と
い
う
先
人
の
発
想
が
、
何
よ
り
河
川
へ

の
防
災
意
識
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
畳

堤
で
す
。

上／子どもたちにも語り継ぐ、宮崎「橋の日」
実行委員会作の絵本
左／一夜にして海に没したといわれる外所
地区に建つ「外所地震供養碑」
〇 宮崎県宮崎市

五ヶ瀬川畳堤
現存している畳堤は船倉町、紺屋町、中
央通の一部、祇園町の一部、北町の五ヶ
瀬川沿い。昔は大瀬川沿いにも設置され
総延長は2000m、約 1,000 枚の畳が必要
になる距離
〇 宮崎県延岡市
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展
望
台
か
ら

防
災
を
考
え
る

虹
の
松
原

　

大
小
の
島
々
と
美
し
い
海
岸
線
が
織
り

な
す
白は

く
し
ゃ
せ
い
し
ょ
う

砂
青
松
の
風
景
。
佐
賀
県
の
唐

津
湾
沿
い
に
、
虹
の
弧
の
よ
う
に
連
な
る

松
原
は
、
唐
津
藩
初
代
藩
主
、
寺
沢
志

摩
守
広
高
が
、
潮
風
か
ら
田
畑
を
守
る
た

め
に
海
岸
線
の
砂
丘
に
ク
ロマツ
の
植
樹
を

命
じ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
長
さ
か
ら
江
戸
時
代
に
は
、「
二
里
の

松
原
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
が
、
い
つ
の
頃
か

ら
か
「
虹
の
松
原
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

藩
政
時
代
は
唐
津
藩
が
直
轄
す
る
小

山
と
し
て
伐
採
を
禁
じ
、
一
定
の
年
貢
を

納
め
た
者
に
、
松
原
内
で
燃
料
用
に
落
ち

葉
な
ど
を
採
取
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
ま
し

た
。
人
が
手
を
入
れ
る
こ
と
で
、
松
原
に

は
松し

ょ
う
ろ露

も
生
え
、
昔
は
き
の
こ
狩
り
も
楽

し
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
電
気
、
ガ
ス
の
時

代
と
な
り
、
荒
れ
た
暗
い
森
と
な
っ
た
時

代
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
虹
の
松
原
が
な
く
な
っ
て

し
ま
う
と
、
立
ち
上
がっ
た
地
域
の
思
い
に

共
感
し
た
人
び
と
が
集
ま
り
、
植
樹
や
松

葉
か
き
、
草
刈
り
な
ど
再
生
と
保
全
活
動

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
海
か
ら
の
強
い
季
節

風
か
ら
暮
ら
し
を
守
る
、
変
化
に
富
ん
だ

枝
張
り
の
松
は
、
1
0
0
万
本
と
も
い
わ

れ
ま
す
。
防
風
、
防
潮
だ
け
で
な
く
、
地

震
に
よ
る
津
波
を
軽
減
す
る
と
い
う
機
能

も
あ
る
と
い
う
松
原
。

　

今
ひ
と
た
び
の
防
災
を
考
え
る
、
土
木

遺
産
で
す
。

215 214

虹の松原
〇 佐賀県唐津市
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人
を
思
い
技
術
を
知
る

土
木
遺
産
の
味
わ
い
方

　

ふ
だ
ん
何
気
な
く
通
る
道
路
に
も
、
土
木
設
計
者
と
工
事
関
係
者
の

思
い
が
潜
ん
で
い
ま
す
。

　

使
う
人
の
こ
と
を
思
い
、
見
え
る
景
色
を
想
像
し
な
が
ら
描
か
れ
た
設

計
図
、
そ
の
線
に
沿
って
大
地
に
打
っ
た
杭
か
ら
始
ま
る
工
事
で
、
道
路
は

で
き
て
い
ま
す
。
ダ
ム
は
巨
大
な
土
木
遺
産
で
す
が
、
昔
は
、
そ
の
道
な

き
道
を
何
万
ト
ン
も
の
材
料
を
運
ん
で
つ
く
ら
れ
、
電
気
、
上
水
道
、
防

災
と
、
暮
ら
し
に
深
く
関
わって
い
ま
す
。

　

共
感
を
深
め
て
も
ら
お
う
と
、
そ
の
土
木
構
造
物
の
工
事
現
場
や
内
部

を
特
別
に一
般
公
開
す
る
「
イ
ン
フ
ラ
ツ
ア
ー
」
が
各
地
で
開
催
さ
れ
、
話
題

で
す
。
参
加
し
た
み
な
さ
ん
に
よ
る
土
木
技
術
の
粋
を
体
感
し
た
感
動
の

輪
が
、
S
N
S
で
も
広
がって
い
ま
す
。

日
本
初
の
上
水
道
ダ
ム
の

旧
堤
体
は
保
存
し
な
が
ら

新
堤
体
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た

技
術
者
冥
利
に

つ
き
ま
す
ね

土木遺産な旅の
ポイント 　6
人を想像する

217 216

本河内高部ダムの監査廊
〇 長崎県長崎市
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川
で
運
ば
れ
米
が
集
ま
り

酒
や
麹
づ
く
り
の
生
業
も
生
ま
れ

ま
ち
は
栄
え
ま
し
た

土
木
遺
産
な

旅
の
つ
く
り
方
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九
州
地
域
づ
く
り
協
会
で
は
、
近
世
か
ら
昭

和
期
の
土
木
施
設
を
対
象
に
、
先
人
達
が
時

代
の
技
術
や
叡
智
を
結
集
し
、
後
世
の
た
め
に

築
き
上
げ
て
き
た
2
4
7
施
設
（
群
）を
、「
土

木
遺
産
in
九
州
」
と
し
て
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
で
ご
紹

介
し
て
い
ま
す
。

マ
イ
土
木
遺
産
を

見
つ
け
る
楽
し
み

　

し
か
し
、
九
州
は
実
に
広
く
、
ま
ち
に
は
ま

だ
ま
だ
た
く
さ
ん
の
土
木
遺
産
が
潜
ん
で
い
ま

図書館の郷土史コーナーは土
木遺産の資料の宝庫。江戸
時代や昭和の時代は地域の
記録が本として残されているの
で、インターネットでは手にはい
らない、貴重な資料に出会え
ます。

まずは「# 土木遺産」で
たどってみましょう

土木遺産 in九州
一般社団法人 九州地域づくり協会
http://dobokuisan.qscpua2.com/

土木学会選奨土木遺産
公益社団法人 土木学会 選奨土木遺産委員会
https ://www.jsce.or.jp/contents/isan/

九州の近代土木遺産
公益社団法人 土木学会西部支部
https://www.jsce.or.jp/branch/seibu/05_heritage/02.html

地域を歩いたり自転車で巡ると
見えてくる石碑や説明看板は、
土木遺産の歴史や役割を後
世に伝える語り部です。後世に
伝えたいという思いが詰まった
メッセージは、土木遺産の魅
力を熱く物語ってくれます。

す
。
そ
し
て
、
こ
の
本
で
は
道
路
や
、
防
災
施

設
、
水
路
な
ど
、
中
に
は
選
定
さ
れ
て
い
な
い

も
の
も
数
多
く
と
り
あ
げ
て
い
ま
す
。
土
木
遺

産
は
、
暮
ら
し
に
密
接
に
関
係
し
、
役
立
ち
、

歴
史
や
文
化
、
産
業
、
自
然
環
境
に
深
く
関

わ
っ
て
い
る
も
の　
　
　

そ
う
い
う
ま
な
ざ
し
で

見
始
め
る
と
、
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
の
土
木
遺

産
が
、
実
は
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。

　

ま
ず
は
気
に
な
る
も
の
を
見
つ
け
て
、
そ
の
点

を
水
の
流
れ
や
道
と
いっ
た
線
で
繋
い
で
、
世
界

に
ひ
と
つ
の
土
木
遺
産
な
旅
の
ル
ー
ト
を
つ
く
って

み
ま
せ
ん
か
。

石碑や看板は
ものいわぬ土木遺産の
熱き語り部

実はマニアックな
史料館や資料館
図書館郷土史コーナーは
土木遺産の宝庫

ま
ち
の
土
木
遺
産
を

探
し
て
み
ま
し
ょ
う
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土
木
遺
産
な

旅
づ
く
り
の

6
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　

鳥
の
目
で
見
る

ひ
と
つ
の
土
木
遺
産
を
見
つ
け
た
ら
、
ぜ

ひ
地
図
を
広
げ
、
上
空
か
ら
鳥
に
な
っ

た
気
持
ち
で
眺
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。
水

や
道
を
追
う
と
、
土
木
遺
産
が
果
た
し

て
い
る
役
割
が
見
え
ま
す
。

　

必
要
だ
っ
た
訳
を
知
る

そ
の
土
木
遺
産
は
ど
う
し
て
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
訳
を
知
る
と
、
現
在
の
暮
ら
し
で
ご
く
当
た
り

前
と
な
って
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
土
木
遺
産

の
物
語
に
は
、
そ
れ
ら
が
ま
だ
な
か
っ
た
時
代
の
、
人

び
と
の
「
悲
願
」
と
「
希
望
」
が
あ
る
の
で
す
。

　

交
点
に

　
　

土
木
遺
産
あ
り

土
木
遺
産
は
地
域
を
つ
な
ぎ
、
静
か
に
貢
献

し
て
い
ま
す
。
そ
の
交
点
を
見
つ
け
て
、
人
や

も
の
の
流
れ
を
観
察
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

何
で
で
き
て
い
る
か

　
　

考
え
る

幾
多
の
困
難
を
克
服
し
て
き
た
土
木
工
事
の

根
本
に
「
材
料
」
が
あ
り
ま
す
。
大
き
な
構

造
の
土
木
遺
産
も
、
何
で
で
き
て
い
る
か
を
考

え
る
と
、
味
わ
い
深
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

新
旧
を
比
べ
る

街
道
の
今
昔
、
橋
の
新
旧
な
ど
を
比
べ
て

み
る
と
た
く
さ
ん
の
発
見
が
あ
り
ま
す
。

機
械
も
な
い
時
代
の
土
木
技
術
に
思
い
を

馳
せ
、
い
ろ
ん
な
地
域
の
土
木
遺
産
を
比

べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

人
を
想
像
す
る

歴
史
に
名
を
残
す
人
物
、
技
術
者
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
土
木
遺
産
に
は
時
と
し

て
何
万
も
の
人
が
命
を
か
け
て
関
わ
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
恩
恵
と
と
も
に
思
い
を
寄
せ
、

土
木
遺
産
を
味
わって
み
て
く
だ
さ
い
。

　6

　5

　4 　3

　2

　1

　

土
木
遺
産
を
見
つ
け
た
ら
、
6
つ
の

ポ
イ
ン
ト
で
旅
の
ル
ー
ト
を
つ
く
って
み
ま

し
ょ
う
。

　　

今
ま
で
訪
れ
た
観
光
名
所
で
、
実

は
土
木
遺
産
だ
っ
た
と
い
う
時
な
ど
、

手
始
め
に
、
こ
の
6
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
見

つ
め
直
し
て
、
再
び
訪
れ
て
み
て
く
だ

さ
い
。
土
木
遺
産
が
そ
こ
に
あ
る
訳
が

わ
か
り
、
風
景
が
変
わ
る
体
験
が
で
き

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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福
岡
県
柳
川
市
の
風
物
詩
、
川
下
り
の
風
景
。
ど
ん

こ
船
が
い
く
堀
割
は
、
筑
後
一
国
柳
河
城
32
万
石
の
城

主
と
な
っ
た
田
中
吉
政
が
巡
ら
せ
た
城
堀
で
す
が
、
湿

地
帯
だ
っ
た
柳
川
の
人
び
と
は
、
中
世
の
時
代
か
ら
農

業
用
水
、
生
活
用
水
の
確
保
の
た
め
、
網
の
目
の
よ
う

に
掘
割
を
巡
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
水
は
田
畑
を
潤

し
、
有
明
海
へ
と
注
い
で
い
ま
す
。
川
下
り
コ
ー
ス
に
は

右
手
に
扇
、
左
手
は
望
遠
鏡
を
持
っ
た
、
吉
政
の
銅
像

が
建
って
い
ま
す
。

こ
の
高
さ
ま
で

ど
う
や
って

石
を
積
ん
だ
ん
だ
ろ
う

こ
の
深
い
谷
を
越
え
、
貧
し
い
生
活
を
送
って
い
た
白
糸

大
地
へ
と
笹
原
川
の
水
を
送
り
、
田
畑
を
つ
く
る
と
い
う

こ
と
が
い
か
に
悲
願
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
最
初
の
通
水
で

は
、
白
装
束
に
身
を
包
み
、
懐
に
刀
を
し
の
ば
せ
た
矢

部
手
永
の
惣
庄
屋
布ふ

た田
保
之
助
の
身
体
の
下
を
無
事

水
が
通
って
いっ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
通
潤
橋
を
渡
る

と
、
水
圧
に
耐
え
ら
れ
ず
失
敗
を
繰
り
返
し
な
が
ら
種

山
石
工
た
ち
が
た
ど
り
つい
た
、
3
本
の
石
管
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

掘
割
の
総
延
長
は

9
0
0
キ
ロ
も
あ
り
ま
す
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福
岡
県
う
き
は
市
の
大
石
堰
が
見
え
る
河
岸
へ
と
降

り
る
道
。「
筑
後
川
が
あ
り
な
が
ら
土
地
が
高
く
水
が

使
え
な
かっ
た
」と
い
う
意
味
が
よ
く
わ
か
る
坂
道
で
す
。

日
本
初
な
ん
で
す
！

長
崎
市
の
本
河
内
低
部
ダ
ム
の
放

水
路
橋
は
、
日
本
で
最
初
の
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
橋
。
本
河
内
高
部
ダ
ム

の
設
計
者
で
あ
り
、
西
日
本
11
都

市
、
18
ヶ
所
の
水
道
施
設
建
設
に

関
わ
っ
た
吉
村
長
策
の
生
涯
は
、
日

本
の
水
道
の
歴
史
そ
の
も
の
で
す
。

1
0
0
年
た
っ
た
今
も
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
使
わ
れ
、
改
良
さ
れ
て
も
可
能

な
限
り
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
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＃ 九州風景街道は
土木遺産な旅の強い味方
地元ガイドとの出会いの場です

　シーニック・バイウェイ（Scenic Byway）とは、Scenic（景観のよい）、

Byway（脇道、寄り道）といった意味の造語で、地域の魅力を活かす取組

みやそのルートを表現する1980 年代のアメリカで提唱された言葉です。「日本

風景街道」は、日本型のシーニック・バイウェイとして、平成 19 年から登録が

始まり、全国を舞台に展開されている活動です。

旅
に
、
ご
案
内
と

体
験
を
プ
ラ
ス

　
「
土
木
遺
産
」
を
旅
す
る
と
き
、
活
動
団
体

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
ご
案
内
は
、
心
強
い
味

方
で
す
。

　

道
を
テ
ー
マ
に
、
景
観
、
自
然
、
歴
史
、
文

化
等
の
地
域
の
資
源
を
活
か
し
た
活
動
を
全
国

で
繰
り
広
げ
て
い
る
「
日
本
風
景
街
道
」
は
、
そ

の
情
報
の
宝
庫
で
、
九
州
で
も
登
録
さ
れ
て
い
る

15
団
体
の
み
な
さ
ん
が
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

最
適
な
ル
ー
ト
や
、
ふ
だ
ん
は
見
る
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
、
地
域
な
ら
で
は
の
体
験
、
人
と
の
出

会
い
が
あ
り
、
そ
の
旅
は
き
っ
と
忘
れ
ら
れ
な
い
も

の
に
。

　
「
＃ 

九
州
風
景
街
道
」
で
、
ぜ
ひ
検
索
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

229 228

みどりの里・耳納風景街道
「久留米ほとめき歩き」での山苞（やまづと）の会の
皆さんのガイドによる田主丸ツアーの風景
〇 福岡県久留米市

九州風景街道の15 団体MAP
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玄界灘風景街道
街道遺産発見の旅として、大里（門司）から唐津まで
を月 1 回歩く、「唐津街道ジャーニーラン・ウォーク」
主催の「歩く唐津街道の旅」。唐津城を背景に舞鶴
橋の上にて。2022 年 4 月で 150 回を迎えた

風景街道
ながさきサンセットロード
長崎県の松浦から野母崎までの美しい夕日が見える海
岸線（国道 202 号・499 号がメインルート）をテーマ
に活動する「ながさきサンセットロード振興会」が企画
した、西彼杵道路時津工区の工事現場の高校生フォ
トツアーの風景
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旅
で
通
る
道
は
、
いつ
も
は
さ
っ
と
車
で
通
過
し
が
ち
で
す

が
実
は
旧
街
道
で
あ
っ
た
り
、
土
木
遺
産
の
物
語
に
あ
ふ
れ
て

い
ま
す
。
6
つ
の
旅
の
ポ
イ
ン
ト
で
、
福
岡
県
の
八
女
か
ら
熊

本
県
の
山
鹿
への
旅
を
つ
く
って
み
ま
し
た
。

徒
歩
か
ら
馬
車
、
そ
し
て
車

変
遷
を
思
い
な
が
ら
ル
ー
ト
づ
く
り

　

ま
ず
、
鳥
の
目
で
地
図
を
眺
め
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
に

熊
本
と
福
岡
の
小
倉
を
結
ん
だ
参
勤
交
代
の
道
「
豊
前
街

道
」
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
は
い
る
と
、
街
道

が
国
道
と
し
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
中
、
ル
ー
ト
が
違
う

の
は
な
ぜ
？
と
い
う
疑
問
が
。

　

江
戸
時
代
は
徒
歩
に
よ
る
移
動
が
主
流
で
し
た
が
、
よ
り

た
く
さ
ん
の
物
を
運
ぶ
た
め
、
車
輪
を
も
っ
た
馬
車
や
荷
車
、

や
が
て
自
動
車
の
役
割
が
重
要
に
な
る
と
舗
装
道
路
が
必
要

に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
土
木
技
術
が
進
歩
し
、
深
い
山
の

中
や
大
き
な
川
に
も
道
路
が
通
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
道

と
、
人
や
も
の
の
動
き
の
変
遷
を
た
ど
って
み
ま
す
。

八
女
か
ら
山
鹿
を

旅
し
て
み
ま
し
た八女福島の街並み

福島の町家建築の特徴は、「居蔵（いぐら）」と呼
ばれる土蔵造り。江戸時代以来しばしば大火に襲
われたことから、江戸末期から明治にかけて建てられ
た。明治、昭和初期の 2 度の道路拡幅に伴う町
家の軒切りで、1 階の意匠は大きく変化しているが、
2 階は多くが昔のまま。道路の色の違いは、道路拡
幅の名残り

伝
統
的
街
並
み
を

土
木
技
術
で
た
ど
る
旅

　

八
女
福
島
と
山
鹿
米
米
惣
門

色
の
違
い
で

昔
の
道
路
幅
が

わ
か
り
ま
す

233

近
代
化
の
跡
が
残
る

往
還
道
の
ア
ス
フ
ァル
ト

こ
れ
が
往
還
道
か
ぁ
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都
市
計
画
の
神
様

田
中
吉
政
が
つ
く
っ
た
城
下
町

　

起
点
と
な
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
し
た
女
神
・

八や
め
つ
ひ
め

女
津
媛
の
名
が
地
名
の
由
来
と
い
わ
れ
る
八
女
。
関
ヶ
原

の
戦
い
で
石
田
三
成
を
捕
ら
え
た
功
績
に
よ
り
、
慶
長
6
年

（
1
6
0
1
）、
32
万
5
千
石
の
筑
後
国
主
と
し
て
柳
河
城

に
入
っ
た
田
中
吉
政
が
、
支
城
と
し
て
大
修
築
し
た
福
島
城

の
城
下
町
で
す
。

　

吉
政
は
矢
部
川
か
ら
水
を
引
き
入
れ
た
三
重
の
堀
で
城

を
囲
み
、
往
還
道
路
と
中
堀
・
外
堀
の
間
に
短
冊
状
の
地

割
を
行
い
寺
院
、侍
屋
敷
、町
屋
、職
人
町
を
配
置
し
ま
す
。

八
女
の
伝
統
工
芸
の
和
紙
、仏
壇
や
提
灯
、農
業
の
米
や
茶
、

い
草
の
基
盤
は
、
こ
の
時
代
に
か
た
ち
づ
く
ら
れ
ま
し
た
。
八

女
福
島
の
白
壁
の
街
並
み
を
歩
く
と
、
当
時
の
幅
の
城
堀

跡
と
い
わ
れ
る
「
文
化
池
」や
、道
路
の
下
、路
地
の
水
路
と
、

水
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

　

ま
た
入
城
の
翌
年
に
は
、
軍
事
目
的
の
た
め
、
柳
河
城

と
領
内
に
配
置
し
た
久
留
米
な
ど
八
支
城
と
を
結
ぶ
交
通

234

田
中
吉
政
は

織
田
、
豊
臣
、
徳
川
の
時
代
を

信
頼
を
得
な
が
ら
生
き
抜
き

筑
後
に
来
た
ん
で
す

右／三層の天守閣だった福島城の鯱（しゃちほこ）。
素焼きで高さ61センチほど
左／福島城跡と現在の道（八女広域青年大学作成）
〇 福岡県八女市　

昭和 58年度（1983 年度）の八女広域青年
大学の皆さんで作成した福島城のジオラマ模
型。制作の思いを語る、福島の白壁の街並
み保存の先駆けとなった店を営み、田中吉政
研究会のメンバーでもある江崎久美子さん
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路
の
整
備
を
行
い
ま
す
。
中
で
も
柳
河
城
と
久
留
米
城
を

結
ぶ
道
は
「
久
留
米
・
柳
川
往
還
」（
現
在
の
福
岡
県
道

23
号
）、
別
名
「
田
中
道
」
と
呼
ば
れ
る
重
要
な
道
筋
で
し

た
。
ほ
ぼ
直
線
の
五
里
（
約
20
キ
ロ
）
の
道
の
り
は
、
夜
間

に
2
列
の
松
明
を
焚
い
て
直
線
を
見
極
め
、
両
側
に
水
は
け

用
の
溝
を
掘
って
中
央
に
土
を
盛
り
、
低
湿
地
帯
の
悪
条
件

を
克
服
し
ま
し
た
。

　

同
じ
年
、
現
在
の
大
川
市
か
ら
み
や
ま
市
に
至
る
潮
止
め

堤
防
「
慶
長
本
土
居
」
は
、
総
延
長
32
キ
ロ
の
う
ち
25
キ
ロ

の
第
１
期
工
事
を
、
わ
ず
か
3
日
間
で
完
成
さ
せ
ま
す
。

自
ら
の
足
で
見
廻
り

領
民
の
声
を
き
く

　　

吉
政
は
自
ら
の
足
で
広
大
な
農
地
を
見
廻
り
、
畦
に
座
っ

て
領
民
に
恩
恵
に
つ
い
て
丁
寧
に
説
き
、
そ
れ
が
大
工
事
の

原
動
力
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
築
堤
は
有
明
海
干
拓
の
広

大
な
新
田
開
発
に
貢
献
し
、
吉
政
は
、
筑
後
川
、
矢
部
川

の
治
水
、利
水
工
事
、有
明
海
へ
通
じ
る
運
河
の
整
備
な
ど
、

237

矢
部
川
の
利
水
・
治
水
の

歴
史
を
語
る

実
は
、
城
堀
跡

こ
の
幅
の
城
堀
が

城
を
三
重
に
も

囲
ん
で
い
た
ん
で
す
ね

右／文化池を見守る水神様
左／路地を流れる、魚泳ぐ水路
左ページ／城堀跡といわれる福島八幡宮横の文化池　
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筑
後
全
体
で
、
ま
さ
に
都
市
計
画
と
い
う
べ
き
国
づ
く
り
を

行
い
ま
し
た
。
し
か
し
慶
長
14
年
（
1
6
0
9
）、
吉
政
は

家
康
に
招
聘
さ
れ
江
戸
へ
と
向
か
う
途
中
、
京
都
伏
見
で
没

し
ま
す
。　

　

享
年
62
歳
で
し
た
。

　

豊
臣
と
徳
川
の
最
後
の
戦
い
と
な
っ
た
大
坂
夏
の
陣
直
後

の
慶
長
20
年
（
1
6
1
5
）、
大
名
が
大
き
な
軍
事
力
を
持

つ
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
幕
府
が
公
布
し
た一
国
一
城
令
に
よ
り
、

福
島
城
を
含
む
十
支
城
は
廃
城
と
な
り
ま
す
。
二
代
目
忠

政
は
跡
継
ぎ
が
な
い
ま
ま
没
し
た
た
め
田
中
家
は
改
易
と
な

り
、
元
和
6
年
（
1
6
2
0
）、
筑
後
国
は
久
留
米
藩
主

有
馬
豊と

よ
う
じ氏

を
は
じ
め
、
柳
川
藩
、
三
池
藩
の
三
藩
分
立
と

な
り
ま
し
た
。

　

吉
政
は
8
年
、
二
代
目
の
忠
政
は
12
年
。
わ
ず
か
20
年

の
短
い
治
世
で
し
た
が
、
陸
路
、
水
運
開
発
の
功
績
で
、
八

女
福
島
は
、
そ
の
後
も
交
通
要
衝
の
地
、
物
産
集
積
地
と

し
て
久
留
米
藩
内
で
最
大
の
商
家
町
と
し
て
大
い
に
栄
え
ま

し
た
。
伝
統
工
芸
が
今
に
受
け
継
が
れ
、
農
業
が
盛
ん
な
の

は
、
道
を
通
じ
て
も
の
が
運
ば
れ
て
い
た
証
で
す
。

福
島
の
街
並
み
が
残
っ
た

ひ
と
つ
の
理
由

　

地
の
利
が
あ
る
一
方
、
そ
れ
ゆ
え
、
明
治
時
代
に
入
り
、

近
代
化
の
洗
礼
を
受
け
た
の
も
福
島
で
し
た
。

　

北
に
国
道
4
4
2
号
、
東
に
国
道
3
号
、
国
鉄（
現
在

の
J
R
）
羽
犬
塚
駅
か
ら
は
「
馬
車
軌
道
」、
久
留
米
か

ら
「
電
気
軌
道
」
が
通
り
ま
す
。
昭
和
40
年
代
以
降
に
は

国
道
3
号
バ
イ
パス
の
完
成
、
九
州
自
動
車
道
八
女
イ
ン
タ

ー
チ
ェン
ジ
の
開
設
、
国
鉄
矢
部
線
の
廃
止
な
ど
に
よ
り
車

中
心
の
ま
ち
と
な
り
、
商
店
が
バイ
パス
や
環
状
線
道
路
沿
い

へ
と
移
り
ま
す
。

　

往
還
道
沿
い
の
福
島
は
、
商
業
機
能
は
失
っ
た
も
の
の
、

逆
に
開
発
を
免
れ
、
町
人
地
は
残
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
時
代
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
欠
け
、
ふ
た
つ
欠
け
し

て
い
く
街
並
み
に
危
機
感
を
も
っ
た
八
女
の
人
び
と
が
、
平

成
5
年（
1
9
9
3
）に
、「
八
女
・
本
町
筋
を
愛
す
る
会
」

を
発
足
。
翌
年
に
は
、「
八
女
ふ
る
さ
と
塾
」
が
新
た
に
発

足
し
ま
し
た
。

八
女
に
は
か
つ
て

12
の
酒
蔵
が
あ
り

残
さ
れ
た
建
物
が

活
用
さ
れ
て
ま
す

239

左ページ右列上／ NIPPONIA HOTEL
右列中／代々酒造業を営んでいた「堺屋」の離れ。木材の贅を尽くし一富士
二鷹三茄子が隠れている。木賓客の応接間で陸軍大将乃木希典も訪れた
右列下／賑わう食事処　左列上／旧往還道
左列下／庭の水琴窟の音色に耳傾けるひととき
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活
動
は
深
ま
り
、
そ
の
後
、
国
の

「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
」
選
定
に
至
り
ま
す
。

　

保
存
の
た
め
の
建
築
技
術
の
継

承
、
空
き
家
の
保
存
活
用
な
ど
。

語
り
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
30
年
。

そ
の
地
道
な
取
り
組
み
の
積
み
重
ね

に
よ
っ
て
、
今
、
暮
ら
し
と
と
も
に
、

そ
の
伝
統
的
な
街
並
み
に
共
感
す
る

瀟
洒
な
商
店
や
カ
フ
ェ
、
宿
が
営
ま

れ
、
八
女
を
訪
れ
る
楽
し
み
と
な
って

い
ま
す
。

　

行
く
先
々
で
問
い
か
け
る
と
、
誰

し
も
、
保
存
と
再
生
の
ま
ち
づ
く
り

の
伝
統
と
、
そ
の
ド
ラ
マ
を
語
っ
て
く

だ
さ
る
の
が
印
象
的
な
城
下
町
。　

　

物
語
に
耳
傾
け
な
が
ら
歩
く
、
八

女
福
島
の
旅
で
す
。

241 240

旧往還道の風景
八女を拠点に伝統工芸品や物産の地域商社として
創業した「うなぎの寝床」をはじめ、カフェ、食事
処が並ぶ旧往還道は、車も少なく、ゆっくりと歩く楽
しみにあふれている
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みやま柳川IC

南関IC

八女IC

菊水IC

植木IC

242

高井川橋高井川橋

そ
れ
に
し
て
も
気
に
な
る
の

は
旧
豊
前
街
道
の
「
腹
切

坂
」。
ど
ん
な
物
語
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
？

八
女
を
起
点
に
、
も
の
が
運

ば
れ
た
ル
ー
ト
を
た
ど
り
、
地

図
を
鳥
の
目
で
見
て
み
た
ら
、

国
道
と
旧
街
道
の
交
点
に
、

山
鹿
が
あ
り
、
途
中
、
峠
や

石
橋
な
ど
、
土
木
遺
産
な
ス

ポ
ッ
ト
を
発
見
し
ま
し
た
。

小栗峠ロードパーク小栗峠ロードパーク

腹切坂腹切坂

山鹿山鹿
米米惣門米米惣門
ツアーツアー

豊岡眼鏡橋（p.42）豊岡眼鏡橋（p.42）

八女福島八女福島

田原坂田原坂
西南戦争西南戦争
古戦場古戦場

福
岡
県

福
岡
県

熊
本
県

熊
本
県

高井川橋高井川橋

小栗峠ロードパーク小栗峠ロードパーク

腹切坂腹切坂

山鹿山鹿
米米惣門米米惣門
ツアーツアー

豊岡眼鏡橋（p.42）豊岡眼鏡橋（p.42）

八女福島八女福島

田原坂田原坂
西南戦争西南戦争
古戦場古戦場

国道 3 号国道 3 号
旧豊前街道旧豊前街道
旧三池街道旧三池街道

国土地理院地図を加工して作成

峠
と
い
う
か
ら
に
は

地
形
の
克
服
に
物
語
あ
り

峠
は
、
こ
こ
を
切
り
拓
く
と
い
う

決
意
の
地
で
す

243

3

3

3

小栗峠
五木寛之はエッセイ『地図のない旅』の中
で小栗峠の「ちょうど真ん中」に父が開いた
峠の茶屋について「あれは峠の茶屋という
より、日本のドライブインの草分けではなかっ
ただろうか。」と書いている。峠の茶屋は現
代のドライバーの休憩所である小栗峠ロード
パークのあたりにあったのかもしれない
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戦
略
と
し
て
の
悪
道

　

明
治
13
年
（
1
8
8
0
）
の
福
岡
県
議
会
で
、
国
道
の

久
留
米
～
山
鹿
間
の
「
悪
道
」
区
間
を
改
善
す
る
た
め
の

議
論
が
な
さ
れ
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　

悪
道
と
は
な
ん
と
も
不
名
誉
な
言
葉
で
す
が
、
当
時
の

久
留
米
～
山
鹿
間
は
旧
豊
前
街
道
。
こ
れ
は
藩
の
戦
略
上
、

あ
え
て
険
し
い
道
と
し
た
た
め
で
、
不
便
で
、
い
ざ
と
い
う
と

き
の
戦
を
想
定
し
、
車
馬
に
よ
る
運
搬
の
妨
げ
に
な
る
よ
う

な
道
で
し
た
。

　
一
旦
は
否
決
さ
れ
ま
す
が
、「
九
州
の
中
央
を
貫
通
す
る

第
一の
要
路
と
称
す
べ
き
も
の
」
と
、
そ
の
後
も
地
域
の
発
展

と
産
業
振
興
の
た
め
、
議
論
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

明
治
19
年
（
1
8
8
6
）、
政
府
の
支
援
も
あ
っ
て
計
画
が

決
定
し
、
久
留
米
か
ら
八
女
を
経
て
山
鹿
を
繋
ぎ
、
県
境

に
あ
る
難
所
、
小
栗
峠
を
通
る
ル
ー
ト
と
な
り
ま
す
。

　

ル
ー
ト
決
定
の
陰
に
は
、
険
し
い
峠
に
道
路
を
拓
く
た
め

の
技
術
の
進
歩
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
良
い
道
に
し
た
い
」

と
い
う
思
い
を
持
っ
た
人
び
と
の
尽
力
が
あ
り
ま
し
た
。

橋
本
勘
五
郎
が
つ
く
っ
た

高
井
川
橋

　

小
栗
峠
を
少
し
進
む
と
、
ア
ー
チ
を
描
く
石
橋
「
高
井

川
橋
」
が
あ
り
ま
す
。
明
治
14
年
（
1
8
8
1
）
の
国
道

3
号
（
当
時
は
国
道
11
号
）
の
開
通
に
伴
い
、
明
治
政
府
の

命
に
よ
り
熊
本
県
山
鹿
市
鹿
北
町
を
流
れ
る
男
岳
川
に
架

け
ら
れ
た
石
橋
で
、
石
工
棟
梁
は
、
名
石
工
、
橋
本
勘
五

郎
。
息
子
、弥
熊
と
と
も
に
親
子
で
架
橋
に
関
わ
り
ま
し
た
。

親
柱
に
は
擬
宝
珠
、
添
え
石
に
は
飾
り
円
の
く
り
抜
き
。
約

1
0
0
年
間
、
国
道
に
か
か
る
橋
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

　

今
は
鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト
の
橋
が
隣
に
整
備
さ
れ
、
国
道
の

交
通
量
を
支
え
て
い
ま
す
が
、
現
在
も
市
道
と
し
て
、
暮
ら

し
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
橋
と
し
て
保
存
さ
れ
、
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
柵
の
向
こ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
お
よ
そ
9
万
年
と

い
う
時
を
刻
む
、
阿
蘇
の
溶
結
凝
灰
岩
で
で
き
た
橋
の
欄
干

に
そ
っ
と
触
れ
て
み
る
と
、
丸
み
に
石
工
た
ち
の
ノ
ミ
跡
を
感

じ
ま
す
。

石
橋
を
壊
さ
ず

護
岸
工
事
し
た
ん
で
す
ね

ア
ス
フ
ァル
ト
の
下
に

こ
ん
な
石
橋
が
！

旧
豊
前
街
道
に
石
橋
「
高
井

川
橋
」
が
あ
り
ま
し
た
。
何
で

で
き
て
い
る
か
、
誰
が
つ
く
っ
た

の
か
調
べ
て
み
る
と
、
他
の
地

域
の
土
木
遺
産
と
の
繋
が
り
が

見
え
て
き
ま
す
。

245

高井川橋
〇 熊本県山鹿市
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54
メ
ー
ト
ル
で
す
・
・
・

腹
切
坂
って

ど
の
ぐ
ら
い
の

高
低
差
な
ん
で
す
か
？

石
畳
は
、
今
で
い
う
ア
ス
フ
ァル

ト
舗
装
の
役
目
。
大
八
車
を

引
く
こ
と
を
思
う
と
、
必
要

だ
っ
た
訳
が
わ
か
り
ま
す
。
旧

街
道
と
国
道
の
新
旧
を
比
べ

る
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
ま
す
。

246

腹
よ
り
も
息
が
切
れ
る
腹
切
坂

　
「
腹
切
坂
」
は
、
和
水
町
の
旧
豊
前
街
道
に
残
る
急
勾

配
の
坂
で
す
。
幅
は
約
3
～
5
メ
ー
ト
ル
で
、
周
り
を
杉
や

雑
木
に
覆
わ
れ
、
苔
む
し
た
石
畳
の
坂
は
、
街
道
屈
指
の

難
所
と
し
て
知
ら
れ
、
坂
を
上
り
き
る
こ
ろ
に
は
息
が
上
がっ

て
し
ま
う
ほ
ど
の
勾
配
で
す
。

物
騒
な
名
の
由
来

　

そ
の
名
の
由
来
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
。

　

ひ
と
つ
は
矢
傷
を
追
っ
て
逃
げ
延
び
た
平
家
の
落
ち
武
者

が
、
こ
の
険
し
い
坂
道
に
差
し
か
かっ
た
際
、「
も
う
こ
れ
に
て

余
が
武
運
は
尽
き
た
」
と
言
い
、
見
事
腹
を
切
って
果
て
た
と

い
う
説
。

　

ま
た
、
そ
の
日
の
う
ち
に
肥
後
細
川
藩
に
届
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
江
戸
か
ら
の
大
事
な
書
状
を
携
え
た
飛
脚
が
、
お

腹
を
こ
わ
し
、坂
の
途
中
で
倒
れ
込
ん
で
し
ま
い
、通
り
か
かっ

た
農
夫
に
「
頂
上
ま
で
は
ど
の
く
ら
い
あ
ろ
う
か
。」
と
尋
ね

た
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
ち
ょ
う
ど
坂
の
中
間
だ
っ
た
の
で
、「
貴

方
が
こ
れ
ま
で
来
た
道
程
は
あ
り
ま
し
ょ
う
。」
と
の
答
え
。

飛
脚
は
3
0
0
里（
約
1
1
7
8
キ
ロ
）
の
道
を
駆
け
て
来

た
こ
と
か
ら
勘
違
い
し
、
絶
望
か
ら
腹
を
切
って
命
を
落
と
し

た
と
い
う
説
な
ど
、
坂
の
険
し
さ
に
ち
な
む
悲
し
い
物
語
が
あ

り
ま
す
。

も
の
が
運
ば
れ
経
済
が
ま
わ
る

　

旧
豊
後
街
道
と
国
道
3
号
の
坂
の
傾
斜
を
比
較
す
る

と
、
旧
街
道
の
方
が
緩
や
か
に
見
え
ま
す
が
、
腹
切
坂
に
注

目
す
る
と
急
激
な
高
低
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

自
分
の
足
で
歩
く
と
、
腹
切
坂
を
参
勤
交
代
や
、
馬
や

大
八
車
で
重
い
荷
物
を
運
び
な
が
ら
上
り
下
る
の
に
は
、
大

変
な
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
明

治
時
代
に
な
って
現
在
の
国
道
3
号
の
ル
ー
ト
が
選
ば
れ
た
の

は
、
こ
う
し
た
難
所
を
避
け
る
た
め
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

大
型
ト
ラ
ック
を
見
る
目
が
変
わ
る
腹
切
坂
で
す
。

腹切坂
〇 熊本県玉名郡和泉町
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菊
池
川
の
水
運
が
運
ん
だ
米
。

「
米
米
惣
門
ツ
ア
ー
」
で
、
そ

の
歴
史
や
米
に
ま
つ
わ
る
生
業

を
ご
案
内
い
た
だ
く
と
、
い
き

い
き
と
か
つ
て
の
風
景
や
人
を

想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

248

今
日
は

お
米
と
い
う
テ
ー
マ
で

ご
案
内
し
ま
す

　

続
い
て
豊
前
街
道
と
国
道
の
交
点
に
あ
る
山
鹿
市
へ
。

　

阿
蘇
の
麓
か
ら
有
明
海
ま
で
流
れ
る
菊
池
川
流
域
は
良
質

な
米
の
産
地
で
、
水
運
を
利
用
し
た
米
の一
大
集
積
地
で
し

た
。
山
鹿
は
熊
本
か
ら
の
参
勤
交
代
で
最
初
の
宿
場
町
で
、

3
0
0
年
あ
ま
り
前
の『
山
鹿
湯
町
絵
図
』に
描
か
れ
た
道
が

そ
の
ま
ま
残
って
い
ま
す
。

米
米
惣
門
の

み
な
さ
ん
と
の
出
会
い

　
「
惣
門
」
と
は
、
当
時
、
街
道
か
ら
町
に
入
る
た
め
に
菊
池

川
に
架
かって
い
た
橋
の
手
前
に
あ
っ
た
門
の
こ
と
。
治
安
維
持

の
た
め
夜
は
門
を
閉
じ
、
橋
か
ら
の
往
来
を
制
限
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
門
が
開
か
れ
た
か
の
よ
う
に
、
下
町
惣
門
会
の
商

店
主
の
み
な
さ
ん
が
、
街
道
沿
い
の
歴
史
を
紐
解
き
な
が
ら
、

笑
い
に
あ
ふ
れ
た
ト
ー
ク
リ
レ
ー
で
ご
案
内
し
て
く
だ
さ
る
の
が

「
米
米
惣
門
ツ
ア
ー
」
で
す
。　
　
　

　

ま
ず
ご
案
内
い
た
だ
い
た
の
は
天
正
6
年
（
1
5
7
8
）
創

建
の
「
光
専
寺
」。
熊
本
城
築
城
の
際
、
余
っ
た
材
木
で
造

右ページ上／菊池川から大阪・堂島へと米が運ばれた
米相場では菊池米は最高級ランクだったという
右ページ下・右下／米米惣門ツアーを始めた木屋本店八代目の井口圭祐さん
右上／復元された惣門　左／光専寺
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ら
れ
た
桜
門
を
構
え
る
歴
史
あ
る
古
刹
で
す
。
境
内
に
は
、

江
戸
時
代
、
米
問
屋
で
豪
商
の
宗
方
屋
が
寄
進
し
た一
切
経

を
納
め
た
経
蔵
が
あ
り
ま
す
。
明
治
10
年
（
1
8
7
7
）
の

西
南
戦
争
で
は
薩
軍
の
野
戦
病
院
と
も
な
り
、
こ
の
地
が
交

通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。

菊
池
川
流
域
の
米
で

仕
込
ん
だ
米
麹
を
味
わ
い
な
が
ら

　

続
い
て
江
戸
天
保
年
間
（
1
8
3
0
）
創
業
の
麹
屋
「
木

屋
本
店
」
へ
。
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
初
代
が
街
道
沿
い
の

今
の
場
所
に
、
造
り
酒
屋
を
開
業
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

明
治
時
代
に
、
地
元
の
米
に
こ
だ
わ
る
麹
と
麹
食
品
の
製
造

業
と
な
り
ま
し
た
。
平
成
12
年
に
米
米
惣
門
ツ
ア
ー
を
始
め

た
8
代
目
と
、
九
代
目
が
伝
統
の
味
を
守
り
な
が
ら
、
麹
を

使
っ
た
新
た
な
調
味
料
も
人
気
を
集
め
る
老
舗
。

　

先
祖
代
々
受
け
継
い
だ
石
室
や
室む

ろ
ぶ
た蓋

で
仕
込
む
製
法
を
う

か
が
い
な
が
ら
、
真
っ
白
で
ふ
わ
ふ
わ
の
麹
を
五
感
で
体
験
。
こ

の
麹
が
美
味
し
い
味
噌
や
醬
油
、
甘
酒
を
生
む
の
で
す
。

上／室蓋と麹の体験
左ページ／木屋本店九代目の井口裕二さん。
お店は江戸天保年間（1830 頃）に建てられたもの

麹
の
声
に
耳
を
澄
ま
し
て

職
人
の
勘
と
経
験
で

温
度
管
理
し
ま
す

251

う
な
ぎ
の
寝
床
の

町
屋
の
間
口
を
広
く

と
る
工
夫
な
ん
で
す
ね
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千代の園酒造史料館
昔、実際に酒造りに使用していた貴重
な道具や古地図、写真の数々

252

熊
本
の
純
米
酒
の

先
駆
け
と
な
っ
た

蔵
な
ん
で
す
ね

　
「
千
代
の
園
酒
造
」
は
、
明
治
29
年
（
1
8
9
6
）
創
業

の
、
も
と
も
と
は
米
問
屋
だ
っ
た
酒
蔵
で
す
。
日
本
が
、
千
代

に
八
千
代
に
栄
え
る
こ
と
を
祈
り
、
千
代
の
園
と
命
名
さ
れ
ま

し
た
。
米
問
屋
だ
っ
た
だ
け
に
米
に
対
し
て
こ
だ
わ
り
も
強
く
、

初
代
本
田
喜
久
八
は
「
九
州
神
力
」
と
い
う
新
し
い
酒
米
の

品
種
を
作
り
出
し
た
ほ
ど
で
し
た
。

　

史
料
館
で
、
昔
、
実
際
に
酒
造
り
に
使
用
し
て
い
た
道
具
の

数
々
を
見
て
、
試
飲
す
る
純
米
酒
の
美
味
し
さ
。
稲
作
の
豊

穣
を
見
守
る
田
の
神
が
蔵
を
見
守
って
い
ま
す
。

米
粒
か
ら
2
秒
で
米
せ
ん
べい

　

続
い
て
、
熊
本
県
産
の
お
米
と
天
然
塩
に
こ
だ
わっ
た
「
せ
ん

べい
工
房
」
さ
んへ
。
昔
な
が
ら
の
窯
で
の
手
焼
き
せ
ん
べい
体
験

で
す
。
金
型
に
生
米
を
い
れ
て
、
窯
に
セ
ッ
ト
し
た
ら
心
棒
を
ま

わ
し
、圧
力
を
か
け
ま
す
。
緊
張
の一
瞬
か
ら
焼
き
上
が
り
ま
で
、

わ
ず
か
2
秒
。
工
房
は
笑
い
と
歓
声
に
包
ま
れ
ま
す
。
焼
き
た

て
の
お
せ
ん
べい
は
、
さ
く
さ
く
と
し
て
、
口
の
中
で
溶
け
る
や
さ

し
い
味
わ
い
で
す
。　

253

右／田の神　左上／「せんべい工房」での体験風景
米米惣門の名ガイド、店主の阪梨文夫さん
左下／千代の園の蔵

は
い
！ 

記
念
撮
影
！
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小路
街道の脇には、それぞれ名前
がついた山鹿独特の生活道路
「小路」（しゅうじ）が通る

254

人
力
車
で

小
路
探
索
が

で
き
る
そ
う
で
す
よ

米
への
愛
に
あ
ふ
れ
て

　

米
米
惣
門
ツ
ア
ー
が
始
ま
っ
た
の
は
、

平
成
12
年
の
N
H
K
朝
ド
ラ
「
オ
ー
ド

リ
ー
」
の
ロ
ケ
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
や
っ
て

く
る
人
た
ち
を
案
内
し
よ
う
と
歴
史
資
料

を
掘
り
起
こ
し
て
毎
週
開
い
た
地
域
の
勉

強
会
。
そ
こ
で
初
め
て「
米
」が
宝
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
か
れ
た
と
か
。
水
運
は
と
だ
え

て
も
米
への
愛
に
あ
ふ
れ
た
お
話
し
に
、
米

俵
が
行
き
交
う
川
や
街
道
の
風
景
が
立
ち

上
っ
て
く
る
米
米
惣
門
ツ
ア
ー
。
川
と
街

道
の
交
点
に
は
、
食
と
深
く
か
か
わ
る
素

敵
な
土
木
遺
産
の
物
語
が
あ
り
ま
し
た
。

255

菊
池
川
と
米
が

米
米
惣
門
の
テ
ー
マ
で
す

山鹿温泉は、平安時代の「和名抄」
にも記された温泉郷。泉質は柔らかく湯
量も豊富で「山鹿千軒タライなし」と唄
われるほど
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山鹿灯籠まつり『千人灯籠踊り』
その起源は、深い霧に行く手を阻まれた景行天皇
の巡幸を、山鹿の里人たちが松明を掲げ無事に
お迎えしたことに由来するといわれる。『よへほ節』
の調べに合わせ、幾重にも重なる金灯籠の輪が、
見る人を幻想的な世界へと誘う

256257

山
鹿
湯
の
ま
ち 

忘
り
ゃ
り
ょ
か
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土
木
遺
産
な

旅
ノ
ー
ト

4
0
0
年
の

水
の
流
れ
を
た
ど
る
旅

　

筑
後
川
・
耳み
の
う納
北
麓 
編

258

発
見
と
思
い
出
を

伝
え
る
旅
ノ
ー
ト

　

筑
後
川
中
流
の
福
岡
県
う
き
は
市
、

久
留
米
市
、
対
岸
の
朝
倉
市
の
歴
史
あ

る
堰
を
テ
ー
マ
に
、
土
木
遺
産
な
旅
の
ル
ー

ト
を
つ
く
って
み
ま
し
た
。
地
図
を
鳥
の
目

で
見
る
と
、
堰
か
ら
引
き
込
ん
だ
水
が
市

中
を
網
の
目
の
よ
う
に
流
れ
、
水
を
利
用

す
る
仕
組
み
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。　
　

　

ま
だ
機
械
の
な
い
時
代
に
考
え
ら
れ
た

そ
れ
ら
の
技
術
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
何

百
年
と
大
地
を
潤
し
て
き
た
地
域
を
旅
し

て
み
る
と
、
自
然
な
川
の
よ
う
に
見
え
た

流
れ
も
、
人
工
の
川
で
あ
る
こ
と
や
、
水

車
跡
に
気
づ
い
た
り
、
水
と
の
暮
ら
し
が

見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
発
見
や
思
い

出
を
書
き
留
め
、伝
え
る
旅
ノ
ー
ト
で
す
。　

259

大
火
の
歴
史
か
ら

防
火
用
水
の

役
目
も
あ
る
ん
で
す
ね

大石用水取水口
〇 福岡県うきは市
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① 夜明ダム
昭和 29 年（1954）に完成した発
電用ダム。建設中に起きた 28 水
害で一部が破損。ダム完成により
上流の袋野堰が水没した。

④ 大石堰
五庄屋が水利に恵まれない吉井町
以西のために計画し、久留米藩の
藩営事業として実施。大石水道の
取水量を上げるため設置された。

② 袋野隧道
延宝 7 年（1679）に完成した水
路。吉井町の大庄屋が大石地域
の灌漑のため、約 1.7km のトン
ネルを私財を投じて完成させた。

⑤ 大石水神社（五庄屋遺跡）
大石水道の取水口脇にあり、水道
の完成に際し、五庄屋が自然石を
たてて水路の守り神としたのが始
まり。

③ 田榮（たさか）神社
袋野隧道、袋野堰を拓いた田代
重栄を祀った神社。元々は隧道を
掘った坑夫たちが重栄を称えて岩
肌にその像を彫ったもの。

⑥ 筑後川大石分水路
昭和 28年（1953) の大水害を受
けて計画された、洪水時に安全に
水を流すための分水路で、昭和
43 年（1968）に完成。
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⑦ 長野サイフォン・長野水神社
昭和 33 年（1958）、隈上川に合
流していた大石水道を、川底を
潜ってサイフォンによって流れ
出る仕組みに改造した。

⑩ 山田堰・水神社
堀川用水の水量を増やすために
築造された堰。昭和55年（1980）
の水害で損傷し、現在の堰はそ
の翌年に復旧されたもの。

⑧ 角間天秤
大石水道の水を水量調節し分配
するための施設。水路内に置か
れた大石により水量を調節して
いる。

⑪ 堀川用水
過去の取水口は下流側だったが
土砂が溜まり取水できなくなっ
たため、享保7年（1722）に岩を
切り貫いて取水口が作られた。

⑨ 南新川
角間天秤で分水された水路。農
業用水に使われたほか、吉井町
の中に流れ、水車の動力などに
も使われた。

⑫ 三連水車
堀川用水が引かれたあとも、水
を田畑に上げることができない
地域で、水を引き上げる自動回
転の水車が発明された。

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

⑦ 長野サイフォン⑦ 長野サイフォン
　 長野水神社　　　 長野水神社　　

⑥ 筑後川大石分水路⑥ 筑後川大石分水路

水水
みずはねみずはね

刎刎群群

④ 大石堰④ 大石堰

⑤ 大石水神社⑤ 大石水神社
　 （五庄屋遺跡）　 （五庄屋遺跡）

① 夜明ダム① 夜明ダム

③ 田榮神社③ 田榮神社

② 袋野隧道② 袋野隧道
　 　 

原鶴分水路原鶴分水路

道の駅原鶴道の駅原鶴
ファームステーションファームステーション
バサロバサロ

筑後川温泉筑後川温泉

道の駅うきは道の駅うきは
ウキハコウキハコ

鳥
の
目
で
見
る
と
、
4
0
0

年
の
水
の
歴
史
を
知
る
コ
ー
ス

と
な
り
ま
し
た
。
広
が
る
農
地

は
堰
が
必
要
だ
っ
た
訳
を
知
る

風
景
。
ど
う
や
って
取
り
入
れ
、

分
け
て
い
る
の
か
、
水
の
流
れ

を
た
ど
る
旅
で
す
。

● ●

●●

●

●

⑫ 三連水車⑫ 三連水車

⑪ 堀川用水⑪ 堀川用水

⑩ 山田堰・水神社⑩ 山田堰・水神社

千年分水路千年分水路

⑨ 南新川⑨ 南新川

三連水車の里三連水車の里
あさくらあさくら

筑後吉井の街並み筑後吉井の街並み

にじの耳納の里にじの耳納の里

山山
やまづとやまづと

苞苞の道の道

田主丸大塚古墳田主丸大塚古墳

JR 田主丸駅JR 田主丸駅

●

原鶴温泉原鶴温泉

●

⑧ 角間天秤⑧ 角間天秤

●

●
●

● ●

国土地理院地図を加工して作成

杷木 IC杷木 IC

大分自動車道
大分自動車道



263 262

　

九
州
一の
大
河
、
筑
後
川
を
旅
し
た
。

　

古
く
か
ら
か
灌
漑
や
舟
運
な
ど
、
地
域
に
深
く
関
わ
っ

て
き
た
こ
の
川
は
、
洪
水
が
頻
発
す
る
暴
れ
川
。
人
び
と

は
様
々
な
工
夫
に
よ
っ
て
川
を
治
め
、
水
を
利
用
し
、
川

と
と
も
に
暮
ら
し
て
き
た
。

　

ま
ず
向
か
っ
た
の
は
、
筑
後
川
で
最
も
有
名
な
堰
と
い
え

る
「
山
田
堰
」。
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
、
今
も
広
大
な
農

地
を
潤
し
て
い
る
。
今
で
は
水
田
が
広
が
る
筑
後
川
中
流

域
も
、
か
つ
て
は
低
い
位
置
を
流
れ
る
川
の
水
を
利
用
す
る

す
べ
が
な
く
、
干
ば
つ
の
常
襲
地
帯
だ
っ
た
と
い
う
。
筑
後

川
の
水
を
引
き
入
れ
る
「
堀
川
」
の
水
門
は
元
々
は
今
よ

り
下
流
に
あ
り
、
よ
り
多
く
取
水
す
る
た
め
に
、
湾
曲
し

た
川
の
水
が
当
た
る
今
の
位
置
に
変
更
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
筑
後
川
の
水
を
せ
き
上
げ
て
さ
ら
に
水
量
を
増

や
す
た
め
に
作
ら
れ
た
の
が
山
田
堰
。
水
門
上
に
建
て
ら

れ
た
水
神
社
か
ら
は
、
急
流
に
耐
え
る
た
め
に
流
れ
に
対

し
て
斜
め
に
作
ら
れ
た
山
田
堰
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、

機
械
も
な
く
技
術
も
未
熟
な
時
代
に
難
工
事
に
挑
ん
だ
先

人
の
知
恵
と
苦
労
が
し
の
ば
れ
る
。

　

筑
後
川
四
堰
の
一つ
、「
大
石
堰
」
か
ら
取
水

さ
れ
た
「
大
石
水
道
」
の
流
れ
を
た
ど
る
と
、

川
の
下
を
交
差
し
て
水
路
が
流
れ
る
「
長
野
サ

イ
フ
ォ
ン
」
や
、
用
水
を
分
配
す
る
た
め
の
分
水

工
「
角
間
天
秤
」
と
いっ
た
興
味
深
い
土
木
遺

産
が
あ
っ
た
。「
角
間
天
秤
」
で
北
新
川
と
南
新

川
に
分
か
れ
る
大
石
水
道
。
南
新
川
を
追
っ
て
い

く
と
吉
井
町
の
白
壁
の
街
並
み
に
た
ど
り
着
く
。

大
石
水
道
に
よ
っ
て
引
き
込
ま
れ
た
水
は
、
一
帯

の
米
作
・
麦
作
を
盛
ん
に
し
、
農
作
物
の
加
工

動
力
と
し
て
の
水
車
業
も
発
達
さ
せ
た
。

　

久
留
米
と
天
領
日
田
を
結
ぶ
「
日
田
往
還
」

の
宿
場
町
と
し
て
も
重
要
だ
っ
た
吉
井
町
に
は
、

江
戸
〜
明
治
期
に
か
け
て
精
米
・
製
粉
用
の
水

車
が
数
多
く
設
置
さ
れ
、
産
業
が
発
展
し
た
。

財
を
成
し
た
吉
井
商
人
に
よ
っ
て
豪
勢
な
白
壁

土
蔵
造
り
の
町
家
が
建
て
ら
れ
、
明
治
後
期
に

は
筑
後
軌
道
株
式
会
社
に
よ
っ
て
久
留
米
〜
日

田
を
つ
な
ぐ
鉄
道
網
が
い
ち
早
く
整
備
さ
れ
た
。

筑後川を斜めに横切る山田堰と人工の堀川

「角間天秤」で大石水道の水が
南新川と北新川に分かれる

白壁の街並みと新川の流れ
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南新川
宝暦 13 年（1763）の大火災をきっかけに町
中にあったご神体が祀られた素盞嗚（すさの
お）神社前を流れる南新川の浚渫風景
〇福岡県うきは市

264

鏡田屋敷
郡役所の官舎として建てられたといわれ、建物
の正面部分は幕末の文久 3 年（1863）の建築。
その後、個人の邸宅となり、台風被害で壊され
る予定だったが市に受け継がれた。内部は明
治期の吉井らしい豪華な造り。市民活動で朝
食処やギャラリーとして活用されている
〇福岡県うきは市

265

水
が
つ
く
り
水
が
守
っ
た
ま
ち
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こ
の
地
域
に
は
、
過
去
の
水
害
を
記
し
た
古
い
石

碑
が
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
い
る
。
筑
後
川
は
日
本
有

数
の
暴
れ
川
で
、
明
治
期
以
前
に
は
２
年
に
１
回
以

上
の
頻
度
で
洪
水
が
起
き
て
い
た
。

　

洪
水
が
多
い
理
由
と
し
て
、
上
流
の
地
質
が
堅
固

で
水
が
し
み
込
み
に
く
い
た
め
川
の
流
れ
が
多
く
な

る
こ
と
や
、
上
流
の
急
な
地
形
に
比
べ
て
中
流
域
が

緩
や
か
で
溢
れ
や
す
い
と
いっ
た
自
然
条
件
に
加
え

て
、
江
戸
時
代
に
筑
後
川
を
は
さ
ん
で
対
立
し
て
い

た
各
藩
が
自
藩
本
位
の
改
修
を
競
い
合
っ
た
こ
と
が

水
害
を
拡
大
さ
せ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
江
戸
時
代
の
治
水
施
設
の
一つ「
水み
ず
は
ね刎
」が
、

朝
倉
市
杷
木
の
川
沿
い
に
今
も
残
っ
て
い
る
。
水
刎

は
、
洪
水
時
の
水
当
た
り
を
相
手
側
に
刎
ね
出
し
て

自
藩
の
河
岸
を
護
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
施
設
を

各
藩
が
両
岸
に
築
き
あ
っ
た
り
、
時
に
は
規
制
し
あ

う
交
渉
も
行
わ
れ
た
と
伝
え
ら
え
て
い
る
。

　

杷
木
に
残
る
水
刎
群
は
、
筑
後
川
の
水
が
ち
ょ
う

ど
河
岸
に
あ
た
る
場
所
に
、
石
で
組
み
上
げ
ら
れ

た
巨
大
な
突
起
が
川
に
向
か
っ
て
突
き
出
し
て
い
て
、

ま
る
で
山
城
の
石
垣
の
よ
う
に
も
見
え
る
独
特
の
景

観
を
形
成
し
て
い
る
。

　

こ
の
地
域
に
関
わ
る
水
は
筑
後
川
だ
け
で
は
な

い
。
元
々
土
地
が
高
く
筑
後
川
の
水
を
農
耕
に
使
え

な
か
っ
た
場
所
で
は
、
周
り
の
山
地
か
ら
の
谷
水
が

頼
り
だ
っ
た
。
そ
し
て
農
地
は
平
野
部
だ
け
で
な
く
、

山
の
中
に
も
拓
か
れ
た
。
筑
後
川
を
離
れ
、
耳
納
山

地
の
谷
あ
い
ま
で
足
を
延
ば
す
と
、
石
垣
の
景
観
が

す
ば
ら
し
い
「
つ
づ
ら
棚
田
」
が
あ
っ
た
。
つ
づ
ら
棚

田
に
は
約
３
０
０
枚
も
の
田
が
あ
り
、
石
垣
の
多
く

は
４
０
０
年
前
の
も
の
だ
そ
う
。

　

谷
内
を
な
が
れ
る
葛つ
づ
ら篭

川
と
、
そ
こ
に
流
れ
込
む

複
数
の
谷
川
と
人
工
の
水
路
と
を
組
み
合
わ
せ
水
を

田
に
運
ぶ
仕
組
み
で
、
限
ら
れ
た
水
を
有
効
に
使
う

工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
棚
田
百
選
」に
も
選
ば

れ
た
、
起
伏
の
あ
る
棚
田
の
地
形
と
、
周
辺
の
森
林

と
が
調
和
し
た
こ
の
景
観
も
、
水
に
よ
っ
て
形
作
ら

れ
た
も
の
だ
。

葛篭地区のつづら棚田 藩の戦略だった水刎



269 268

上／筑後川の迫力ある水音。先人たちの偉業に思いを馳せる
右下／「鯉の巣本店」にて。筑後川の生き河童といわれた

「鯉とりまあしゃん」こと、故上村政雄さんの写真
左下／川の食文化を伝える鯉・鰻料理

土
木
遺
産
と
味
わ
う

川
魚
料
理
と
地
酒

酒蔵と屁こぎ河童
水神信仰から生まれたという河童伝説。夜明け
ダムの完成後に水運がとだえた後、「田主丸
河童族」が立ち上がり、河童によるまちおこしが
始まり、受け継がれている
〇福岡県久留米市

269
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筑
後
川
中
流
域
の
土
地
の
低
い
地
域
で
は
、
洪
水

に
備
え
た
独
特
の
造
り
の
住
家
が
み
ら
れ
る
。「
水

屋
」
は
、
高
さ
１
〜
２
ｍ
の
石
垣
の
上
に
建
て
ら
れ
、

普
段
は
物
置
、
洪
水
時
に
は
避
難
場
所
と
し
て
使

わ
れ
た
。「
揚
げ
舟
」
は
母
屋
や
倉
庫
の
天
井
に
吊

し
た
舟
で
、避
難
用
。
洪
水
時
の
備
蓄
食
料
と
し
て
、

筑
後
川
沿
い
で
は
、
餅
を
水
を
入
れ
た
か
め
に
沈
め

て
保
存
食
と
す
る
風
習
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

耳
納
北
麓
で
も
う
一つ
、
水
と
関
わ
り
の
深
い
町

が
久
留
米
市
田
主
丸
町
。
植
木
や
く
だ
も
の
狩
り

で
有
名
な
こ
の
町
を
流
れ
る
筑
後
川
の
支
流
、
巨
瀬

川
に
河
童
一
族
が
住
み
着
い
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

河
童
が
畏
れ
と
と
も
に
、
身
近
な
存
在
と
し
て
語
ら

れ
て
き
た
。
Ｊ
Ｒ
田
主
丸
駅
も
河
童
！
愛
嬌
の
あ

る
河
童
像
を
探
し
な
が
ら
散
策
を
楽
し
ん
だ
。

　
「
山や
ま
づ
と苞
の
道
」と
い
う
農
免
道
路
沿
い
に
は
、カ
フ
ェ

や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
ワ
イ
ナ
リ
ー
、
観
光
農
園
な
ど
見

ど
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
る
。「
美
し
い
日
本
の
歩
き

た
く
な
る
道
」
に
も
選
ば
れ
た
こ
の
道
。
ま
た
ゆ
っ

く
り
と
、
訪
れ
て
み
た
い
。

　

そ
し
て
、
筑
後
川
中
流
域
に
は
多
く
の
古
墳
が
あ

る
。
特
に
耳
納
連
山
北
麓
に
は
、
４
０
０
基
以
上
の

古
墳
が
あ
る
と
い
う
。「
田
主
丸
大
塚
古
墳
」は
６
世

紀
の
後
半
に
築
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
時
期
の

古
墳
と
し
て
は
九
州
最
大
規
模
と
か
。
古
墳
の
頂
上

か
ら
は
筑
後
平
野
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
地
域
に
多
く
の
古
墳
が
築
か
れ
た
こ
と
は
、

古
代
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
々
が
暮
ら
し
栄
え
て
い
た

証
し
で
あ
り
、
ま
さ
に
筑
後
川
の
恵
み
が
あ
っ
た
た

め
。
筑
後
平
野
を
見
渡
し
な
が
ら
、
そ
う
思
っ
た
旅

だ
っ
た
。（
旅
人 
鈴
木
太
郎
）

通称「かっぱ駅」の田主丸駅

田主丸大塚古墳にて
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田主丸大塚古墳
国指定史跡「田主丸古墳群」の一つで 6 世
紀後半の築造と推測され、古墳時代後期で最
大の前方後円墳。筑後平野が一望できる
〇 福岡県久留米市

272273
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旧
国
鉄
佐
賀
線
は
、
福
岡
の

「
筑
後
柳
河
駅
」
か
ら
県
を
越
え
、

「
佐
賀
駅
」
ま
で
を
む
す
ぶ
ロ
ー
カ

ル
線
で
し
た
。
廃
線
跡
地
は
一
部
が

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
に
な
っ
て
お
り
、

平
ら
な
佐
賀
平
野
は
サ
イ
ク
リ
ス
ト

に
優
し
く
走
り
や
す
いコ
ー
ス
で
す
。

　

家
具
の
町
「
大
川
」
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
、
県
境
に
は
「
筑
後
川
昇
開

橋
」、
沿
道
に
は
旧
鉄
道
駅
の
面

影
を
残
す
「
駅
標
」
や
「
ホ
ー
ム
」、

佐
賀
国
際
空
港
、
干
拓
や
河
川
堤

防
等
の
バラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
「
土

木
遺
産
」
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
シュ
ガ
ー
ロ
ー
ド
と
呼
ば
れ
た
旧

長
崎
街
道
を
走
る
と「
小
城
羊
羹
」

の
お
店
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
運
動
し

た
身
体
に
、
甘
い
お
菓
子
を
補
給
し

ま
す
。

鳥の目でつくる
土木遺産な自転車ルート
一般社団法人 九州地域づくり協会
小椎尾　優
文・イラスト

　
「
肥
前
鹿
島
」
ま
で「
嘉
瀬
川
」

「
六
角
川
」
「
背
振
山
」
を
眺
め

な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
廻
り
ま
す
。
さ

て
、
土
木
遺
産
な
旅
の
ラ
ス
ト
は
、

お
土
産
に
美
味
し
い
日
本
酒
を
買
っ

て
帰
る
と
し
ま
し
ょ
う
か
。
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ツアーをYouTubeで公開しています！

ど
う
ぞ
、
土
木
遺
産
な
旅
へ！

つづら棚田
〇 福岡県うきは市

276277
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あ
と
が
き

　

私
た
ち
の
街
に
は
、
暮
ら
し
を
良
く
し
た
い
と
い
う
夢
と
そ
れ
を
叶
え
る
た
め
に

取
り
組
ん
だ
物
語
と
と
も
に
、
歴
史
的
な
装
置
と
し
て
土
木
遺
産
が
存
在
し
て
い

ま
す
。
な
か
に
は
時
を
経
て
忍
耐
強
く
現
在
も
活
躍
し
て
い
る
施
設
も
あ
り
ま
す
。

今
般
、
そ
の
土
木
遺
産
を
、
地
域
毎
に
異
な
る
風
土
と
地
形
を
も
と
に
様
々
な
切

り
口
で
評
価
し
、
手
づ
く
り
の
旅
へ
と
誘
う
ヒ
ン
ト
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。

　

手
づ
く
り
の
旅
に
描
く
の
は
、
自
然
に
働
き
か
け
な
が
ら
築
か
れ
た
施
設
と
そ
の

人
物
像
、
そ
し
て
、
地
域
を
つ
な
い
で
人
流
・
物
流
を
促
す
橋
や
ト
ン
ネ
ル
と
そ
の

技
術
で
す
。
い
ず
れ
も
街
を
豊
か
に
す
る
夢
の
実
現
で
し
た
。
旅
（
た
び
）の
語
源

は
幾
つ
か
の
説
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
考
え
る
の
が
、
施
設
を
使
っ
て
資
源
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
街
づ
く
り
に
役
立
て
る
、〈
他
（
た
）
火
（
び
）〉
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

本
書
に
は
、
幾
つ
か
の
街
が
登
場
し
ま
す
。
熊
本
県
山
鹿
市
周
辺
で
は
道

（RO
A

D

）
を
、
福
岡
県
う
き
は
市
周
辺
で
は
川
（RIV

ER

）
を
、
さ
ら
に
長
崎

市
で
は
港
（PO

RT

）
に
開
か
れ
た
街
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
置
い
た
旅
づ
く
り

を
試
み
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
も
生
活
に
密
着
し
た
装
置
（
施
設
）に
焦
点
を
あ
て
た
旅
か
ら
戻
って
気

付
い
た
の
が
、
道
路
と
川
そ
し
て
ダ
ム
に
係
る
語
源
が
ま
さ
し
く
私
た
ち
が
目
指
す

「
土
木
遺
産
な
旅
」を
表
し
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
道
路
の
語
源
は
ラ
イ
ド（RID

E

）

す
な
わ
ち
交
通
手
段
で
す
。
古
く
は
徒
歩
、
次
に
馬
車
そ
し
て
車
へ
と
現
在
に
遷

移
し
ま
す
。
道
づ
く
り
・
街
づ
く
り
は
時
代
毎
に
異
な
り
、
そ
こ
に
風
土
と
地
形
が

大
い
に
関
係
し
て
い
た
の
で
す
。

　
一
方
、
川
で
は
古
く
か
ら
水
引
き
争
い
が
あ
り
、
言
わ
ば
両
岸
が
ラ
イ
バ
ル（
競
争

関
係
）で
、
何
と
か
工
面
し
て
水
を
引
き
豊
か
な
土
壌
と
街
を
作
ろ
う
と
し
た
履

歴
が
各
地
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
川（RIV

ER

）の
語
源
に
な
り
ま
し
た
。
ダ
ム（
堰
・

堤
防
）で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
都
市
「
ア
ムス
テ
ル
ダ
ム
」
を
思
い
浮
か
べ
て
く
だ
さ
い
。
街

を
流
れ
る
ア
ムス
テ
ル
川
河
口
に
ダ
ム
を
築
き
、
肥
沃
な
農
地
が
生
ま
れ
、
ア
ムス
テ
ル

ダ
ム
と
い
う
都
市
が
発
展
し
ま
し
た
。
港
も
漢
字
で
水
と
巷
、
古
く
は
水
の
門
で
、

み
な
と
。
ラ
テ
ン
語
で
門
を
意
味
す
るPO

RTA

は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
語
源
で
す
。
何

れ
も
街
の
形
成
と
繋
がって
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
普
段
に
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
い
る
施
設
に
ふ
れ
あ
い
、
先
人
の
知

恵
に
、
現
在
の
豊
か
な
生
活
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
な
が
ら
、
街
を
回
遊
す
る
旅
へ

誘
う　
『
土
木
遺
産
な
旅
の
ス
ス
メ
』を
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
街
の

内
外
に
多
様
な
土
木
遺
産
フ
ァン
が
増
え
る
こ
と
を
、
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
一
般
社
団
法
人
九
州
地
域
づ
く
り
協
会　

専
務
理
事　

赤
星 

文
生
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と
が
き

　　

仕
事
柄
、
ま
ち
を
歩
く
と
水
を
追
い
ま
す
。

　

故
郷
長
崎
で
子
ど
も
の
頃
に
渇
水
を
経
験
し
て
育
ち
、
地
下
水
で
暮
ら
す
耳

納
連
山
北
麓
へ
と
移
り
住
み
、
な
ん
と
豊
か
な
水
の
暮
ら
し
！
と
感
動
し
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
し
た
。
滔
々
と
流
れ
る
筑
後
川
の
水
は
福
岡
の
都
市
圏
へ
も
送
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
山
に
降
っ
た
雨
が
川
と
な
り
、
目
の
前
に
広
が
る
豊
か
な
農
地
と
都

市
の
風
景
は
、
水
で
繋
がって
い
る
こ
と
を
、
ま
だ
幼
かっ
た
娘
た
ち
に
伝
え
た
く
て

絵
本
に
編
ん
だ
も
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
20
年
、
こ
の
本
を
編
む
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
、
な
ん
と
そ
の
物

語
の
ほ
と
ん
ど
が
、
土
木
遺
産
に
ま
つ
わ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
驚
き
で
し
た
。
数

百
年
の
土
木
技
術
の
継
承
と
進
化
に
つ
い
て
知
る
と
、
眼
鏡
橋
の
落
ち
な
い
謎
、

た
だ
走
り
抜
け
て
い
た
ト
ン
ネ
ル
の
坑
門
や
構
造
、
橋
の
ぐ
る
り
全
景
ま
で
、
興
味

津
々
と
な
り
ま
し
た
。

　

飲
ん
で
い
る
水
、
食
べ
も
の
、
物
流
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
防
災
。
暮
ら
し
の
陰
に
いつ

も
い
な
が
ら
、
土
木
遺
産
は
寡
黙
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
土
木
構
造
物
が
あ
れ
ば
と
願
い
、
動
い
た
地
域
が
あ
り
、
困
難
な

現
場
に
挑
ん
だ
技
術
者
や
、
命
を
か
け
て
工
事
に
挑
ん
だ
人
び
と
が
つ
く
り
あ
げ
、

手
入
れ
さ
れ
な
が
ら
、
ま
ち
は
で
き
て
い
る　
　
　

そ
う
気
づ
い
て
問
い
か
け
る
と
、

た
く
さ
ん
の
物
語
を
語
り
始
め
ま
す
。

　

ひ
と
つ
見
つ
け
る
と
、
巨
大
な
構
造
物
か
ら
路
傍
の
石
碑
ま
で
、
物
語
が
繋
が
っ

て
い
く
の
も
土
木
遺
産
の
魅
力
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
地
域
の
底
力
で
す
。

　

九
州
は
実
に
広
く
、
ご
紹
介
で
き
る
の
は
ほ
ん
の
僅
か
で
し
た
が
、
構
造
物
の
ジ
ャ

ンル
や
地
域
を
越
え
て
編
む
こ
と
を
試
み
ま
し
た
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
、
写
真
も
楽
し

み
な
が
ら
「
土
木
遺
産
な
旅
」
を
思
い
立
って
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

　

こ
の
本
は
、一
般
社
団
法
人
九
州
地
域
づ
く
り
協
会
様
の
土
木
遺
産
に
関
わ
る

歴
史
資
料
と
記
録
を
も
と
に
、
土
木
遺
産
活
用
策
検
討
委
員
会
の
専
門
家
の
皆

様
と
の
旅
の
実
践
に
よ
って
生
ま
れ
ま
し
た
。
最
後
と
な
り
ま
し
た
が
、
貴
重
な
写

真
や
文
献
を
ご
提
供
い
た
だ
き
、
土
木
遺
産
と
の
出
会
い
と
、
示
唆
を
頂
き
ま
し

た
す
べ
て
の
皆
様
に
、
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

心
よ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

土
木
遺
産
な
旅
の
スス
メ 

編
集
長　

髙
山　

美
佳
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土木遺産 in 九州 
目録
● 橋（道路橋、鉄道橋、水路橋）

● 道（街道、道路、鉄路、石畳）

● 隧（道路トンネル、鉄道トンネル、水路トンネル）

● 堰（砂防ダム、発電ダム、水道ダム、農業ダム、可動堰・固定堰）

● 堤（河川堤防、干拓堤防、防波堤・護岸、各種擁壁・壁体）

● 門（運河閘門、農業樋門、各種取水水門）

● 港（岸壁、船着き場、ドック、灯台）

● 景（並木、運河、駅舎、排水機場、発電所、鉱山施設）

長 10   伊木力橋梁 ( いきりききょうりょう )
長 11   山川内 ( 袴川 ) 橋梁
長 16   出島橋／ ( 旧 ) 新川口橋
長 22   眼鏡橋
長 24   本河内低部（水道）堰堤放水路橋
長 28   佐保橋

〈熊本県〉

熊 1  　岩本橋
熊 7    　高瀬眼鏡橋
熊 8    　山鹿大橋
熊 9    　菊池川橋梁
熊 10   湯町橋
熊 12   ( 廃 ) 広平橋梁 ( こうひらきょうりょう )
熊 13   ( 廃 ) 幸野川橋梁 ( こうのがわきょうりょう )
熊 14   立門橋 ( たてかどばし )
熊 15   永山橋
熊 16   ( 廃 ) 姫井橋
熊 17   立野橋梁
熊 18   第一白川橋梁
熊 21   磐根橋 ( いわねはし )
熊 23   御船川・八勢眼鏡橋
　　　　( みふねがわ・やせめがねばし )
熊 24   二俣橋 ( ふたまたはし )
熊 25   下鶴橋
熊 27   雄亀滝橋 ( おけだけばし )
熊 28   年禰橋 ( としねはし )
熊 29   霊台橋（美里町霊台橋）
熊 30   通潤橋 ( つうじゅんきょう )
熊 32   天門橋
熊 34   本渡祇園橋 ( ほんどぎおんばし )
熊 37   夕葉橋 ( ゆうばはし )
熊 38   笠松橋
熊 40   第一球磨川橋梁
熊 43   樅木吊橋 ( もみきつりはし )
熊 44   津奈木重盤岩眼鏡橋
　　　 ( つなぎちょうはんがんめがねばし )
熊 45   第二球磨川橋梁

筑後川昇開橋

眼鏡橋

笠松橋

● 橋
〈福岡県〉

福 1   　名島橋
福 2    　名島川橋梁
福 6   　若戸大橋
福 7   　折尾高架橋
福 10   茶屋町橋梁
福 11   太鼓橋 ( たいこばし )
福 12   北河内橋 ( きたかわちはし )
福 13   関門橋
福 15   南河内橋 ( みなみかわちばし )
福 16   中河内橋 ( なかかわちばし )
福 19   欅坂橋梁 ( けやきさかきょうりょう )
福 21   中津原橋梁 ( なかつばるきょうりょう )
福 22   内田川橋梁（めがね橋 )
福 24   奥ヶ谷池・奥ヶ谷川橋梁
福 25   久保鳥橋
福 26   秋月眼鏡橋
福 27   城山三連橋 ( きやまさんれんばし )
福 28   佐井川橋
福 29   山国橋
福 30   筑後川昇開橋
福 33   倉目川橋・函渠 ( かんきょ )
福 34   寄口橋 ( よりぐちばし )
福 35   栗木野橋梁・第二大行司橋梁・宝珠山橋梁
福 39   大瀬橋（だいぜばし）
福 40   宮ヶ原橋 ( みやがはるばし )
福 41   洗玉橋 ( せんぎょくばし )
福 47   石岡橋
福 48   三池陣屋橋
福 49   早鐘眼鏡橋 ( はやがねめがねばし )

〈佐賀県〉

佐 1  　筑後川昇開橋
佐 5  　踊瀬国道橋梁
　　 　 ( おどりせこくどうきょうりょう )
佐 10   栴檀橋 ( せんだんばし )
佐 11   善左衛門橋・思案橋・
　　　 万部島の無名橋・中の橋
　　　 ( ぜんじゃあばし・しあんばし・
　　　 まんべじまのむめいばし・なかのはし )
佐 18   脊振眼鏡橋
佐 19   湯野田橋

〈長崎県〉

長 1   　幸橋 ( さいわいばし )
長 2  　 福井川橋梁
長 3 　 樋口橋
長 7 　 西川内橋・護岸 ( にしかわちばし )
長 8 　 西海橋
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〈大分県〉

大 1   　山国橋
大 4   　呉橋
大 5   　耶馬渓橋（オランダ橋）( やばけいばし )
大 6   　馬渓橋 ( ばけいばし )
大 8   　羅漢寺橋
大 10   筏場眼鏡橋 ( いかだばめがねはし )
大 12   鳥居橋
大 13   御沓橋 ( みくつばし )
大 14   荒瀬橋
大 15   分寺橋 ( ふじはし )
大 16   富士見橋
大 17   (廃) 妙見橋
大 18   赤松橋（赤松めがね橋）
大 21   万年橋
大 22   第三区 明治大分水路橋
大 23   竜原橋 ( たつはるはし )
大 26   若宮井路笹無田石拱橋
　　　　( わかみいろささむたせっこうきょう )
大 27   鏡石拱橋 ( かがみせっこうきょう )
大 28   宮瀬橋
大 31   山王橋
大 32   朝地橋
大 33   古殿橋 ( ふるとのはし )
大 34    (旧) 犬飼橋
大 35   虹澗橋 ( こうかんきょう )
大 36   細長橋
大 37   (旧) 明治橋
大 38   安政橋
大 39   初月橋 ( しょげつばし )
大 40   近戸橋 ( ちかどはし )
大 41   （廃）箕ヶ谷橋 ( みいがたにばし）・
　　　　（廃）松株橋・（廃）峠橋
大 44   轟木橋
大 45   鳴滝橋
大 46   原尻橋
大 47   轟橋
大 48   出合橋 ( であいはし )
大 49   長瀬橋
大 50   柳橋 ( やなばし )
大 52   明正井路 一号幹線一号橋（第一石拱橋） 　　　　　
　　　　( めいせいいろいちごうかんせん
　　　　いちごうきょう )
大 53   岩戸橋

〈宮崎県〉

宮 1 　　高千穂峡 4 代橋（神都高千穂大橋・　　　　
　　　　高千穂大橋・神橋・槍飛橋）
宮 2 　 第三五ヶ瀬川橋梁
宮 3  　 綱ノ瀬川橋梁
宮 4  　 第一・第二小崎橋梁
宮 7 　 尾鈴橋
宮 8  　 本谷昭和橋 ( ほんたにしょうわばし )
宮 9   　美々津橋 ( みみつはし )
宮 11   加久藤（堀切）峠

宮 12   月の木川橋 ( めがね橋 )
宮 13   石氷橋
宮 14   橋満橋 ( はしみつはし )
宮 15   日向大橋
宮 17   花峯橋 ( はなみねはし )
宮 19   堀川橋

〈鹿児島県〉

鹿 1   　江ノ口橋 ( えのくちはし )
鹿 2   　穴川橋
鹿 3   　新大橋
鹿 5   　( 旧 ) 安楽橋
鹿 6 　 姶良橋（別府川橋）
鹿 8 　 天保山橋 ( てんぽざんばし )
鹿 9 　（廃）潮見橋
鹿 10   慈眼寺公園の石橋群
　　　  ( じげんじこうえんのいしはしぐん )
鹿 11   貝底橋 ( けぞこはし )
鹿 13   湊川橋
鹿 15   八ヶ代橋 ( やかしろばし )
鹿 16   大園橋（めがね橋）( おおそのはし )
鹿 18   牧野地区用水の水路橋
鹿 25   咄合橋 ( はきあいばし )
鹿 26   浜田橋
鹿 27   金山橋 ( きんざんはし )
鹿 28   市柴橋 ( いちしばはし )
鹿 30   鷺簗橋 ( さぎやなはし )
鹿 31   神宮橋
鹿 32   東郷橋
鹿 34   西田橋
鹿 35   高麗橋
鹿 36   玉江橋

● 道
〈長崎県〉

長 18   マリア園横（西側）の坂（ドンドン坂）の　　　
　　　  石畳，マリア園前の石畳
長 21   オランダ坂周辺（切通し，オランダ坂，活　　
　　　　水坂，旧プロシア領事館東側の坂，海星
　　　　学園北側の坂）の石畳，石溝

鳥居橋

玉江橋

オランダ坂周辺

〈大分県〉

大 9 　 石坂石畳道
大 24   今市石畳

● 隧
〈福岡県〉

福 9   　宮田山トンネル
福 14   関門国道トンネル
福 18   金辺トンネル ( きべとんねる )
福 20   （旧）仲哀隧道 ( ちゅうあいずいどう )
福 23   第一石坂トンネル
福 43   長野隧道
福 45   花巡廻水路隧道
　　　　( はなじゅんかいすいろずいどう )

〈佐賀県〉

佐 2 　 大谷川隧道

〈長崎県〉

長 9   　大村線の煉瓦トンネル群
　　　　( 彼杵トンネル・川棚トンネル・
　　　　宮村トンネル他 )
長 26   日見隧道 ( ひみずいどう )
長 27   佐須奈隧道（東口）( さすなずいどう )
長 30   厳原町内の県道トンネル群
　　　  （浅藻隧道・安神隧道・久和隧道）

〈熊本県〉

熊 41   ( 旧 ) 佐敷隧道 ( さしきずいどう )
熊 42   ( 旧 ) 津奈木隧道 ( つなぎずいどう )

〈大分県〉

大 2    　（廃）キリズシのトンネル
大 7   　青の洞門
大 11   川原隧道・石畳道
大 29   ( 廃 ) 第四小田無隧道
　　　　( だいよんおだなしずいどう )
大 30   ( 廃 ) 久戸谷隧道 ( くどだにずいどう )
大 42   中ノ谷トンネル ( なかのたにトンネル )

〈宮崎県〉

宮 10   矢岳第一トンネル（矢岳方）
宮 16   （廃）山仮屋隧道 ( やまかりやずいどう )

〈鹿児島県〉

鹿 4   　大田発電所（轟隧道）
鹿 14   鳥越隧道

● 堰
〈福岡県〉

福 3   　曲淵堰堤
福 4   　遠賀川河口堰
福 36   筑後三堰（大石堰）
福 36   筑後三堰（恵利堰）
福 36   筑後三堰（山田堰）
福 46   臼払砂防堰堤
　　　  ( うすのはらいさぼうえんてい )

〈佐賀県〉

佐 3   　大黒井堰・堰群
佐 7   　厳木ダム
佐 9   　石井樋・多布施川 ( いしいび・たふせがわ )
佐 15   三千石堰・草堰・野越 ( さんぜんごくぜき )

花巡廻水路隧道

佐須奈隧道（東口）

厳木ダム

青の洞門
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〈長崎県〉

長 4   　菰田 ( 貯水池 ) 堰堤 ( こもだえんてい )
長 5   　岡本第二貯水池
長 6   　山の田 ( 貯水池 ) 堰堤，溢流路
　　　　( いつりゅうろ )
長 12   小ヶ倉 ( 水道 ) 堰堤 ( こがくらえんてい )
長 13   西山 ( 水道 ) 堰堤
長 23   本河内低部 ( 水道 ) 堰堤
長 25   本河内高部 ( 水道 ) 堰堤

〈熊本県〉

熊 11   下筌ダム・松原ダム
　　　　( しもうけだむ・まつばらだむ )
熊 20   渡鹿堰 ( とろくぜき )
熊 26   鵜の瀬堰
熊 31   笹原の石磧 ( ささはらのいしぜき )
熊 36   遥拝堰 ( ようはいぜき )
熊 39   瀬戸石ダム
熊 46   市房ダム ( いちふさだむ )

〈大分県〉

大 19   津房川ダム群（戦川砂防ダム、宮崎堰堤）
　　　  ( つぶさがわだむぐん )
大 20   乙原貯水池 堰堤、取水塔
　　　  ( おとばるちょすいち えんてい )
大 54   白水 ( 溜池 ) 堰堤
　　　　( はくすい（ためいけ）えんてい )
大 55   北川ダム
大 56   下筌ダム・松原ダム
　　　　( しもうけだむ・まつばらだむ )

〈宮崎県〉

宮 5   上椎葉ダム ( かみしいばだむ )
宮 6   塚原ダム（塚原発電所）( つかばるだむ )

〈鹿児島県〉

鹿 17   川原園堰 ( かわはらそのせき )
鹿 33   広瀬川（砂防）二号堰堤（砂防堰堤）

● 堤
〈福岡県〉

福17   河内堰堤・弁室(かわちえんてい・べんしつ)
福 31   筑後川導流堤
福 37   原鶴分水路

〈佐賀県〉

佐12   (旧)南西搦堤防(なんせいがらみていぼう)
佐 13   大搦堤防 ( おおがらみていぼう )
佐 14   鳥羽重ね ( とりのはがさね )
佐 17   千栗堤防 ( ちりくていぼう )

〈長崎県〉

長 15   中島川変流部護岸
長 17   出島岸壁
長 20   銅座川暗渠部、護岸
　　　　( どうざかわあんきょぶ ごがん )

〈熊本県〉

熊 2  　十番開（旧）堤防
　　　　( じゅうばんひらき（きゅう）ていぼう )
熊 4  　明丑開 ( 旧 ) 堤防
　　　   ( めいちゅうひらき ( きゅう ) ていぼう )
熊 5  　明豊開 ( 旧 ) 堤防、大豊開 ( 旧 ) 堤防
　　      ( めいほうひらき（きゅう）ていぼう、
　　     たいほうひらき（きゅう）ていぼう )
熊 6  　清正刎・石塘 ( きよまさはね・いしども )
熊 22   桑鶴の轡塘 ( くわづるのくつわども )
熊 36   萩原堤防

〈大分県〉

大 3  　香々地 新波止地区防波堤
　　　   ( かかじしんはとちくぼうはてい )
大 43   池田捷水路

〈鹿児島県〉

鹿 37   長崎堤防

渡鹿堰

大溺堤防

本河内低部 ( 水道 ) 堰堤

● 門
〈福岡県〉

福 32   矩手水門（苦楽橋）
　　　  ( かねてすいもん（くらくはし）)

〈熊本県〉

熊 3  　末広開 ( 旧 ) 樋門群
熊 35   郡築三番町樋門
　　　　( ぐんちくさんばんちょうひもん )

● 港
〈福岡県〉

福 5  　若松港石垣岸壁
福 50   三池港・港口閘門 ( こうこうこうもん )・
　　　  補助水堰

〈長崎県〉

長 14   元船岸壁 ( もとふながんぺき )

〈熊本県〉

熊 33   三角西港 護岸／ ( 旧 ) 三角港
　　　  ( みすみにしこう ごがん・
　　　  （きゅう）みすみこう )

〈鹿児島県〉

鹿 7  　鹿児島港 ( 旧 ) 第一防波堤
鹿 12   枕崎港西防波堤・荷揚岸壁
鹿 19   知覧門浦荷揚場

● 景
〈福岡県〉

福 8  　堀川運河
福 38   楠木水防林・千間土居 ( せんげんどい )
福 42   金堀谷掛樋
福 44   鞍転ばかし管渠（あんころばかしかんきょ）

〈佐賀県〉

佐 4  　馬の頭・桃の川水路
　　　  ( うまんかしら・もものかわ )
佐 8  　西芦刈水道
佐 16   蛤水道

〈長崎県〉

長 19   ししとき川下水路・同支線
長 29   万関運河 ( まんぜきうんが )

〈熊本県〉

熊 19   鼻ぐり井手
熊 47   轟水源・轟泉水道
　　　  ( とどろきすいげん・ごうせんすいどう )

〈大分県〉

大 25   野津原三渠 ( のつはるさんきょ )
大 51   音無井路十二号分水

〈宮崎県〉

宮 18   堀川運河
宮 20   細島験潮場

〈鹿児島県〉

鹿 20   丸池湧水暗渠
鹿 21   竹下川暗渠
鹿 22   会田川暗渠
鹿 23   瀬久谷川暗渠 ( せくたにかわあんきょ )
鹿 24   山下須屋川暗渠

三池港・港口閘門

鹿児島港 ( 旧 ) 第一防波堤

細島験潮場
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主
要
参
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献
・
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料

日
本
の
近
代
土
木
遺
産
／
社
団
法
人 

土
木
学
会

日
本
の
土
木
遺
産
／
石
井
一
郎
著　

森
北
出
版

九
州
土
木
紀
行 
土
木
学
会
西
部
支
部
編
／
九
州
大
学
出
版
会

土
木
の
こ
こ
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／
田
村
喜
子
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山
海
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九
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の
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と
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書
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／
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高
山
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社

九
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局
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偉
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0
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号 

水
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／
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水
の
文
化
セ
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ー

出
島 

つ
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が
る
架
け
橋
／
長
崎
文
献
社

九
州
技
報
21
号　

西
田
橋
の
築
造
技
法
と
改
変
履
歴

／
一
般
社
団
法
人
九
州
地
方
計
画
協
会

浮
羽
郡
誌
／
浮
羽
郡
誌
刊
行
会

浮
羽
郡
郷
土
会
誌
宇
枳
波
第
四
～
六・八
～
十
号

農
業
土
木
の
偉
人
／
九
州
農
政
局

浮
羽
郡
豪
雨
水
害
寫
眞
集
／
新
両
筑
新
聞
社

浮
羽
郡
水
害
誌

／
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羽
郡
町
村
長
会
・
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郡
町
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長
会
議
長
会
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浮
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公
民
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合
会

久
留
米
藩
宝
暦
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揆
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五
〇
年
を
考
え
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（
久
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米
藩
三
大
一
揆
資
料
集
）

／
同
実
行
委
員
会

川
の
記
憶　

ム
ラ
と
ム
ラ
人　

上
下
巻
／
田
主
丸
町

浮
羽
郡
誌
／
浮
羽
郡
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刊
行
会　

暮
ら
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と
水
と
明
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土
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／
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会
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川 
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い
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会

田
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五
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年
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念
誌 

田
主
丸
ん
本
／
田
主
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町

昭
和
28
年
西
日
本
水
害
調
査
報
告
書
／
土
木
学
会
西
部
支
部

福
岡
県
文
化
百
選　

水
編
暮
ら
し
編
／
西
日
本
新
聞
社

松
浦
川
の
伝
統
知
・
地
域
知
／
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所

明
正
井
路
一
号
幹
線
第
二
拱
石
橋
に
つ
い
て
の一
考
察

／
寺
村
淳　

土
木
学
会
論
文
集　

白
水
貯
水
池
堰
堤
水
利
施
設
の
建
築
に
つい
て
／
高
野 

弘
之

北
九
州
の
近
代
化
遺
産
／
北
九
州
地
域
史
研
究
会
編　

弦
書
房
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豊
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代
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遺
産
／
筑
邦
近
代
遺
産
研
究
会
編　

同
右

筑
豊
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旅
／
筑
豊
地
区
観
光
協
議
会

高
炉
の
神
様
／
佐
木
隆
三
著　

文
春
文
庫

も
の
づ
く
り
の
心
を
未
来
へ
／
財
団
法
人 

北
九
州
都
市
協
会

石
炭
が
拓
い
た
北
九
州
の
産
業
と
文
化
／
北
九
州
産
業
技
術
保
存
継
承
セ
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タ
ー

鉄
が
拓
い
た
技
術
／
同
右

八
幡
東
田
物
語
／
同
右

日
本
の
石
炭
産
業
遺
産
／
徳
永
博
文
著　

弦
書
房

ま
て
り
あ
第
60
巻 

第
9
号　

東
洋
一の
吊
り
橋
「
若
戸
大
橋
」
が
完
成

／
公
益
社
団
法
人
日
本
金
属
学
会　

九
州
の
鉄
道
1
0
0
年
／
守
谷
久
盛 

神
谷
牧
夫
著　

吉
井
書
店

福
岡
鉄
道
御
風
土
記
／
弓
削
信
夫
著　

葦
書
房

毎
日
グ
ラ
フ 

若
戸
大
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完
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記
念
号
1
9
6
2
／
毎
日
新
聞
社

サ
ン
デ
ー
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刊 

関
門
海
底
国
道
ト
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ネ
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念
号
／
同
右

街
道
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町
／
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福
岡
文
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誌
編
纂
委
員
会
編　

海
鳥
社

豊
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街
道
を
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く
／
松
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卓
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著　

弦
書
房
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州
横
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の
道　

阿
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と
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／
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ト
ガ
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編
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員
会
著　

九
州
風
景
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史
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緑
な
り
～
／
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史
／
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史
／
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／
建
設
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建
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局 

道
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道 
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し
／
建
設
省
九
州
地
方
建
設
局
監
修　

葦
書
房

長
崎
街
道　

大
里
・
小
倉
と
肥
前
6
宿

／
図
書
出
版
の
ぶ
工
房
編
集　

発
行
人 

遠
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子
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ー
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ド
の
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文
化
と
そ
の
お
菓
子
／
独
立
行
政
法
人 

農
畜
産
振
興
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構

道
の
話
／
日
本
道
路
建
設
業
協
会

九
州
の
電
源
河
川　

耳
川
水
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の
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ダ
ム

～
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に
歩
ん
だ
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と
こ
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の
百
年
を
目
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て
～

／
九
州
電
力
株
式
会
社 

耳
川
水
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事
務
所

2
0
2
1
年
6
月
29
日 

九
州
豪
雨
記
事
／
讀
賣
新
聞

景
観
デ
ザ
イ
ン
規
範
事
例
集
（
道
路
・
橋
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・
街
路
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園
編
）

／
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所

景
観
工
学
の
発
展
と
風
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学
の
現
在

／
日
本
産
業
技
術
史
学
会
第
36
回
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会 

講
演
要
旨
集

九
州
技
報
17
号　

縦
貫
道
全
通
に
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け
て
最
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を
克
服
九
州
自
動
車
道
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久
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／
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社
団
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九
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会

土
木
遺
産
を
訪
ね
て
［
宮
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編
］
／
財
団
法
人 

全
国
建
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究
セ
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ー
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ろ
地
震
／
宮
崎
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の
日
」
実
行
委
員
会
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島
の
砂
防
／
国
土
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通
省
・
九
州
地
方
整
備
局 

大
隅
工
事
事
務
所

会
報
九
州　
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1
～
32
／
一
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社
団
法
人 

九
州
地
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づ
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協
会

北
九
州
土
木
遺
産
め
ぐ
り　

門
司
・
関
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下
関
編

北
九
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土
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遺
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ぐ
り　

遠
賀
川
と
若
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編

北
九
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土
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遺
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ぐ
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長
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街
道
編
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馬
と
歩
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・
中
島
川
の
橋
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土
木
遺
産
め
ぐ
り
～
熊
本
震
災
復
興
へ
、
未
来
へ
～

や
ま
な
みハイ
ウ
ェ
イ
と
土
木
遺
産
め
ぐ
り
～
阿
蘇
・
く
じ
ゅ
う
の
大
自
然
～
／
同
右

豊
後
街
道
を
往
く
／
一
般
社
団
法
人 

九
州
地
域
づ
く
り
協
会

九
州
の
風
景
街
道　

そ
の
1　

総
論
／
同
右

新
・
土
木
遺
産　

プ
ロ
ジェク
ト
・
九
州 

第
1
巻　

人
と
技
術
と
情
熱
の
物
語

新
・
土
木
遺
産　

プ
ロ
ジェク
ト
・
九
州 

第
2
巻　

人
と
技
術
と
情
熱
の
物
語

新
・
土
木
遺
産　

プ
ロ
ジェク
ト
・
九
州 

第
3
巻　

人
と
技
術
と
情
熱
の
物
語

新
・
土
木
遺
産　

プ
ロ
ジェク
ト
・
九
州 

第
4
巻　

荒
ぶ
る
自
然
に
立
ち
向
か
う

新
・
土
木
遺
産　

プ
ロ
ジェク
ト
・
九
州 

第
5
巻　

特
殊
土
壌
への
挑
戦

新
・
土
木
遺
産　

プ
ロ
ジェク
ト
・
九
州 

第
6
巻　

道
を
拓
く

新
・
土
木
遺
産　

プ
ロ
ジェク
ト
・
九
州 

第
7
巻　

熊
本
地
震
復
興
へ

新
・
土
木
遺
産　

プ
ロ
ジェク
ト
・
九
州 

第
8
巻　

高
速
道
路
の
時
代

新
・
土
木
遺
産　

プ
ロ
ジェク
ト
・
九
州 

第
9
巻　

原
点 

全
て
は
除
災
招
福
の
た
め
に 

／
同
右
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協
力
機
関
・
写
真
協
力
（
敬
称
略
）

3
ペ
ー
ジ 

水
郷
柳
河
の
水
落
ち
／
髙
山
美
佳

8
・
9
ペ
ー
ジ 

秋
月
眼
鏡
橋
／
髙
橋
裕
美

10
・
11
ペ
ー
ジ 
枕
崎
港
／
枕
崎
市

20
・
21
ペ
ー
ジ 
眼
鏡
橋
か
ら
長
崎
港
へ
／
石
橋
知
也

22
・
23
ペ
ー
ジ 

通
潤
橋
／
同
右

26
ペ
ー
ジ 

『
長
崎
古
今
集
覧
名
勝
図
絵
』
／
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館

27
ペ
ー
ジ 

同
右

30
ペ
ー
ジ 

シ
シ
ト
キ
川
を
見
る
／
髙
山
美
佳

 

幣
振
坂
か
ら
風
頭
山
へ
2
点
／
石
橋
知
也

31
ペ
ー
ジ 

風
頭
山
石
切
場
跡
／
同
右

42
ペ
ー
ジ 

豊
岡
橋
の
旅
／
髙
山
美
佳

43
ペ
ー
ジ 

豊
岡
橋
の
楔
石
／
同
右

44
ペ
ー
ジ 

荒
瀬
橋
の
補
修
工
事
／
宇
佐
市
観
光
協
会

48
ペ
ー
ジ 

名
島
橋
／
一
般
社
団
法
人 

九
州
地
域
づ
く
り
協
会

51
ペ
ー
ジ 

風
頭
公
園
か
ら
見
る
女
神
大
橋
／
髙
山
美
佳

52
・
53
ペ
ー
ジ 

筑
後
大
堰
／
西
日
本
新
聞
社

54
・
55
ペ
ー
ジ 

『
筑
後
川
繪
圖
』

 

／
筑
後
川
歴
史
散
策
（
筑
後
川
河
川
事
務
所
）
よ
り
引
用

55
ペ
ー
ジ 

弥
五
郎
親
子
河
童
／
髙
山
美
佳

56
・
57
ペ
ー
ジ 

大
石
堰
の
旅
／
石
橋
知
也

60
ペ
ー
ジ 

『
筑
後
川
繪
圖
』

 

／
筑
後
川
歴
史
散
策
（
筑
後
川
河
川
事
務
所
）
よ
り
引
用

61
ペ
ー
ジ 

袋
野
隧
道
見
学
ツ
ア
ー
／
浮
羽
ま
る
ご
と
博
物
館
協
議
会

64
・
65
ペ
ー
ジ 

山
田
堰
／
寺
村
淳

70
ペ
ー
ジ 

川
原
園
井
堰
の
作
業
風
景
／
同
右

71
ペ
ー
ジ 

川
原
園
井
堰
／
同
右

72
・
73
ペ
ー
ジ 

筑
後
吉
井
の
白
壁
の
街
並
み
／
石
橋
知
也

74
ペ
ー
ジ 

デ
・
レ
ー
ケ
導
流
堤
／
一
般
社
団
法
人 

九
州
地
域
づ
く
り
協
会

76
ペ
ー
ジ 

28
水
害
・
柴
刈
村
／
『
浮
羽
郡
水
害
誌
』・
田
主
丸
町

77
ペ
ー
ジ 

28
水
害
・
大
石
堰
／
同
右 

78
ペ
ー
ジ 

筑
後
軌
道
／
個
人
蔵

79
ペ
ー
ジ 

夜
明
ダ
ム
／
日
田
市

81
ペ
ー
ジ 

石
井
樋
／
一
般
社
団
法
人 

九
州
地
域
づ
く
り
協
会

83
ペ
ー
ジ 

蛤
水
道
／
同
右

84
ペ
ー
ジ 

遠
賀
川
河
口
堰
の
魚
道
で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
／
和
泉
大
作

85
ペ
ー
ジ 

ア
ザ
メ
の
瀬
／
株
式
会
社 

建
設
技
術
研
究
所

88
ペ
ー
ジ 

明
正
井
路
1
号
幹
線
第
二
拱
石
橋
／
豊
後
大
野
市
教
育
委
員
会

89
ペ
ー
ジ 

大
正
時
代
の
第
二
拱
石
橋
の
工
事
風
景
／
個
人
蔵

90
ペ
ー
ジ 

音
無
井
路
十
二
号
分
水
／
和
泉
大
作

91
ペ
ー
ジ 

円
形
分
水
／
田
中
尚
人

92
・
93
ペ
ー
ジ 

白
水
溜
池
堰
堤
／
石
橋
知
也

95
ペ
ー
ジ 

山
田
堰
の
看
板
の
前
で
／
鈴
木
太
郎

99
ペ
ー
ジ 

堀
川
と
川
ひ
ら
た
／
直
方
市
石
炭
記
念
館

100
ペ
ー
ジ 

直
方
市
石
炭
記
念
館
の
旅
／
髙
山
美
佳

101
ペ
ー
ジ 

九
州
鉄
道
記
念
館
／
同
右

103
ペ
ー
ジ 

完
成
間
近
の
第
一
高
炉
を
訪
れ
た
要
人
た
ち
／
新
日
鐵
住
金
株
式
会
社

106
・
107
ペ
ー
ジ 

関
門
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
の
内
部
／
関
門
ト
ン
ネ
ル
記
念
館

128
ペ
ー
ジ 

若
戸
音
頭
を
踊
る
／
毎
日
新
聞
社

129
ペ
ー
ジ 

若
戸
大
橋
工
事
風
景
3
点
／
同
右

130
・
131
ペ
ー
ジ 

工
事
途
中
の
若
戸
大
橋
／
同
右

138
・
139
ペ
ー
ジ 
『
西
国
内
海
名
所
一
覧
』
／
北
九
州
市
立
自
然
史
・
歴
史
博
物
館 

140
ペ
ー
ジ 

『
西
国
内
海
名
所
一
覧
』
／
同
右 

142
ペ
ー
ジ 

『
象
志
』
／
国
立
国
会
図
書
館

143
ペ
ー
ジ 

か
す
て
ら
饅
頭
／
戸
高
慶
一
郎

146
ペ
ー
ジ 

『
花
廾
曙
錦
の
行
烈
』
／
江
戸
東
京
博
物
館

148
ペ
ー
ジ 

熊
本
城
内
堀
の
坪
井
川
／
田
中
尚
人

150
ペ
ー
ジ 

熊
本
城
／
同
右

151
ペ
ー
ジ 

鼻
ぐ
り
井
手
／
同
右

152
～
155
ペ
ー
ジ 

『
潮
止
之
図
』
／
個
人
蔵

162
・
163
ペ
ー
ジ 

『
西
郷
隆
盛
大
軍
ヲ
引
卒
シ
肥
後
国
熊
本
城
ヲ
陥
ト

　
　
　
　
　
　

安
政
橋
ニ
到
所
城
兵
モ
討
テ
出
両
軍
於
橋
上
ニ
大
激
戦
ニ
及
之
図
』

 

／
国
立
国
会
図
書
館

164
～
167
ペ
ー
ジ 

豊
後
街
道
を
往
く 

 

／
一
般
社
団
法
人 

九
州
地
域
づ
く
り
協
会

168
ペ
ー
ジ 

今
市
の
石
畳
／
大
分
市

169
ペ
ー
ジ 

『
熊
本
藩
船
鶴
崎
入
港
船
絵
馬
』
／
大
分
市
教
育
委
員
会

173
ペ
ー
ジ 

参
勤
交
代
肥
後
街
道
（
あ
そ
路
）
徒
歩
の
旅

 

／
N
Ｐ
Ｏ
法
人
自
然
を
愛
す
る
会
J
O
C 

174
ペ
ー
ジ 

日
見
新
道
／
長
崎
大
学
附
属
図
書
館

175
ペ
ー
ジ 

大
正
時
代
の
日
見
ト
ン
ネ
ル
／
同
右

176
ペ
ー
ジ 

日
見
ト
ン
ネ
ル
／
石
橋
知
也 

177
ペ
ー
ジ 

岩
隈
の
切
通
／
笹
尾
俊
博

181
ペ
ー
ジ 

長
崎
街
道
の
旅
／
髙
山
美
佳  

182
ペ
ー
ジ 

昭
和
時
代
の
国
道
3
号
／
南
日
本
新
聞
社

184
ペ
ー
ジ 

本
河
内
高
部
・
低
部
ダ
ムツ
ア
ー
／
髙
橋
裕
美

186
ペ
ー
ジ 

当
時
の
運
送
の
様
子
／
九
州
電
力
株
式
会
社
耳
川
水
力
整
備
事
務
所 

187
ペ
ー
ジ 

延
岡
市
の
索
道
基
地
／
同
右

188
ペ
ー
ジ 

工
事
中
の
塚
原
ダ
ム
／ 

同
右

189
ペ
ー
ジ 

塚
原
ダ
ム
の
足
場
／
同
右 

189
ペ
ー
ジ 

バゲ
ッ
ト
に
よ
る
コン
ク
リ
ー
ト
打
設

 

／
九
州
電
力
株
式
会
社
耳
川
水
力
整
備
事
務
所

190
・
191
ペ
ー
ジ 

上
椎
葉
ダ
ム
／
同
右 

194
ペ
ー
ジ 

上
椎
葉
ダ
ム
上
流
側
底
部
／
同
右

 

上
椎
葉
ダ
ム
最
底
部
の
工
事
中
の
仮
排
水
路
／
同
右

195
ペ
ー
ジ 

万
歳
す
る
工
事
関
係
者
た
ち
／
同
右 

196
ペ
ー
ジ 

曽
木
発
電
所
遺
構
／
髙
橋
裕
美

197
ペ
ー
ジ 

立
野
ダ
ム
の
工
事
風
景
／
田
中
尚
人 

198
ペ
ー
ジ 

桜
咲
く
市
房
ダ
ム
／
水
上
村 

201
ペ
ー
ジ 

八
丁
原
地
熱
発
電
所
／
九
州
電
力
株
式
会
社

204
ペ
ー
ジ 

野
焼
き
の
風
景
／
一
般
社
団
法
人 

九
州
地
域
づ
く
り
協
会

 

草
原
と
牛
馬
／
阿
蘇
市

206
・
207
ペ
ー
ジ 

朝
焼
け
の
ミ
ル
ク
ロ
ー
ド
／
同
右

208
ペ
ー
ジ 

砂
防
堰
堤
／
髙
橋
裕
美

212
ペ
ー
ジ 

『
と
ん
と
こ
ろ
地
震
』
絵
本
／
宮
崎
「
橋
の
日
」
実
行
委
員
会 

213
ペ
ー
ジ 

畳
堤
／
髙
橋
裕
美 

217
ペ
ー
ジ 

本
河
内
高
部
・
低
部
ダ
ム
見
学
／
髙
山
美
佳

218
・
219
ペ
ー
ジ 

千
代
の
園
酒
造
に
て
／
同
右

224
ペ
ー
ジ 

柳
川
の
川
下
り
／
戸
高
慶
一
郎 

225
ペ
ー
ジ 

通
潤
橋
の
上
を
歩
く
／
石
橋
知
也 

226
ペ
ー
ジ 

大
石
堰
への
小
径
／
鈴
木
太
郎 

227
ペ
ー
ジ 

本
河
内
底
部
ダ
ム
放
水
路
橋
／
髙
橋
裕
美 

228
ペ
ー
ジ 

ほ
と
め
き
歩
き
・
石
垣
神
社
／
髙
山
美
佳

230
ペ
ー
ジ 

歩
く
唐
津
街
道
の
旅
／
旧
唐
津
街
道
ジ
ャ
ー
ニ
ー
ラ
ン
・
ウ
ォ
ー
ク

231
ペ
ー
ジ 

高
校
生
フ
ォ
ト
ツ
ア
ー
／
な
が
さ
き
サ
ン
セ
ッ
ト
ロ
ー
ド
振
興
会 

233
ペ
ー
ジ 

八
女
福
島
の
白
壁
の
街
並
み
／
髙
山
美
佳

234
ペ
ー
ジ 

福
島
城
ジ
オ
ラ
マ
模
型
を
見
る
／
同
右

235
ペ
ー
ジ 

福
島
城
の
鯱
／
同
右
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235
ペ
ー
ジ 

福
島
城
地
図
／
八
女
広
域
青
年
大
学

236
ペ
ー
ジ 

水
神
様
／
髙
山
美
佳

236
ペ
ー
ジ 

路
地
の
水
路
／
同
右

237
ペ
ー
ジ 

文
化
池
／
同
右

239
ペ
ー
ジ 

N
IPPO

N
IA

 H
O

T
E

L

／
同
右

 

堺
屋（
旧
木
下
家
住
宅
）の
床
の
間
／
同
右

 
堺
屋（
旧
木
下
家
住
宅
）の
縁
側
に
て
／
同
右

 
旧
往
還
道
沿
い
の
賑
わ
い
／
同
右

 

旧
往
還
道
を
自
転
車
が
行
く
／
同
右

240
・
241
ペ
ー
ジ 

旧
往
還
道
沿
い
の
生
業
／
同
右

243
ペ
ー
ジ 

小
栗
峠
ロ
ー
ド
パ
ー
ク
／
同
右 

245
ペ
ー
ジ 

高
井
川
橋
の
旅
／
同
右

246
ペ
ー
ジ 

腹
切
り
坂
／
同
右

248
ペ
ー
ジ 

菊
池
川
／
田
中
尚
人

 

米
米
惣
門
ツ
ア
ー
／
同
右

249
ペ
ー
ジ 

惣
門
／
高
橋
裕
美

 

米
米
惣
門
ツ
ア
ー
／
田
中
尚
人

 

米
米
惣
門
ツ
ア
ー
・
光
専
寺
に
て
／
髙
山
美
佳

250
ペ
ー
ジ 

木
屋
本
店
麹
体
験
／
同
右

251
ペ
ー
ジ 

町
屋
に
て
／
同
右

252
ペ
ー
ジ 

千
代
の
園
酒
造
史
料
館
／
同
右

253
ペ
ー
ジ 

田
の
神
／
同
右

 

米
せ
ん
べい
づ
く
り
体
験
／
同
右

 

千
代
の
園
酒
造
／
同
右

254
ペ
ー
ジ 

山
鹿
の
小
路
／
同
右

255
ペ
ー
ジ 

米
米
惣
門
ツ
ア
ー
／
同
右

258
ペ
ー
ジ 

大
石
堰
の
旅
／
同
右

259
ペ
ー
ジ 

吉
井
町
の
旅
／
石
橋
知
也

260
～
263
ペ
ー
ジ 

旅
ノ
ー
ト
風
景
17
点
／
鈴
木
太
郎

264
ペ
ー
ジ 

南
新
川
の
浚
渫
風
景
／
石
橋
知
也

265
ペ
ー
ジ 

鏡
田
屋
敷
／
髙
山
美
佳

266
・
267
ペ
ー
ジ 

旅
ノ
ー
ト
風
景
2
点
／
鈴
木
太
郎

268
ペ
ー
ジ 

大
石
堰
の
旅
／
田
中
尚
人

 

鯉
と
り
ま
あ
し
ゃ
ん
と
鯉
料
理
／
同
右

269
ペ
ー
ジ 

屁
こ
ぎ
河
童
／
寺
村
淳

270
・
271
ペ
ー
ジ 

旅
ノ
ー
ト
風
景
2
点
／
鈴
木
太
郎

272
・
273
ペ
ー
ジ 

大
塚
古
墳
よ
り
筑
後
平
野
を
眺
め
る
／
田
中
尚
人 

274
・
275
ペ
ー
ジ 

土
木
遺
産
な
自
転
車
ル
ー
ト
・
イ
ラ
ス
ト
マッ
プ
／
小
椎
尾
優 

276
・
277
ペ
ー
ジ 

つ
づ
ら
の
棚
田
の
旅
／
鈴
木
太
郎

283
～
287
ペ
ー
ジ 

土
木
遺
産
in
九
州
目
録
写
真
／
一
般
社
団
法
人 

九
州
地
域
づ
く
り
協
会

293
ペ
ー
ジ 

白
水
堰
堤
／
石
橋
知
也

295
ペ
ー
ジ 

関
門
ト
ン
ネ
ル
の
工
事
風
景
／
毎
日
新
聞
社

表
紙 

ミ
ル
ク
ロ
ー
ド
／
阿
蘇
市

見
返
し 

西
海
橋
の
全
体
図
／
一
般
社
団
法
人 

九
州
地
域
づ
く
り
協
会 

所
蔵

見
返
し 

星
野
川
に
架
か
る
宮
ケ
原
橋
／
林
博
徳 

293

白水溜池堰堤
堤体と導流壁がなめらかな三次元曲面を形成
する。地形に馴染んだ堤体と芸術的な落水
表情は、農業土木技師・小野安夫による昭
和戦前期の仕事
〇大分県竹田市
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岡城跡
難攻不落といわれた由縁は、地獄谷と呼ばれる断崖
絶壁上に築かれた石垣群。文禄 3 年（1594）に城主
となった中川秀成が、土の城から総石垣造りの石の城
へと大改修を行った。高度な技術による多様な石積が
大分の石文化を物語る
〇 大分県竹田市
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関門トンネル工事風景
門司（和布刈）立坑にて昭和 30 年 11 月
29日撮影。二階式海底トンネルの構造が
一目でわかる。円筒部分が車道、下段が
人道。エレベーターを取り付ける骨組工事
が行われている。
写真／毎日新聞社
〇 福岡県北九州市・山口県下関市
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宮ヶ原橋
「ひふみよ橋」で親しまれる石造アーチ橋群の宮ヶ
原橋（みやがはるばし）。星野川の上流から単アー
チ橋の洗玉橋（せんぎょくばし）と二連の寄口橋は
名工橋本勘五郎、三連の大瀬橋（だいぜばし）
はその弟子、この宮ヶ原橋（みやがはるばし）は、
地元の豊島虎次郎により築造され、地域を超えた
石工たちの交流と、石橋の技術の伝承を象徴し
ている。平成 24年 7 月の豪雨によって被災。災
害復旧工事では、分水路を整備して川幅を保ち、
石橋を残した。河川公園となり、川遊びをする子ど
もたちを石橋が見守っている
〇 福岡県八女市
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