
付替前（戦国時代以前）�付替後（戦国時代ごろ）�備前堤築造後（江戸時代以降）�
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   隅�
  田�
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   綾�
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 川�
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 川�
�

現在の荒川�

浮間ヶ池�

現在の�
　新河岸川�

堤 防�

以前の荒川�

荒川�

隅田川�

新
河岸川�

埼�
  京�
     線�

首都高5号線�

首�
  都�
   高�
   川�
  口�
線�

板橋区�

戸田市�

川口市�

足立区�

荒川区�

北区�
天狗の鼻�

新荒川大橋�

江北橋�

京�
  浜�
    東�
      北�
        線�

北区浮間�

川口市�
浮間ゴルフ場�

板橋区�
舟渡４丁目�

戸田葬祭場�

流路の変えるために尽力した荒川改修の
“祖”ともいえる3人を紹介します。いま
の荒川があるのはこの3人あってこそ！�

荒
川
の
歴
史
を
調
べ
て
い
く
と
、興
味
深
い
話
題
が
た
く

さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か
か
ら
7
つ
を
編
集
部
が

独
断
で
選
び
、「
荒
川
七
ふ
し
ぎ
」
と
し
て
紹
介
し
ま
す
。�

伊奈忠治�
いな　ただはる�
1592～1653年�

荒
川
と
元
荒
川
の�

近
く
て
遠
い
関
係�

浮
間
ヶ
池
は�

荒
川
だ
っ
た
？�

う
き   

ま�

河
川
改
修
が
生
ん
だ
飛
び
地
の
い
ま�

荒
川
？
　
大
川
？
　�

隅
田
川
？�

荒
川
の
本
流
は�

綾
瀬
川
だ
っ
た
？�

寸
断
さ
れ
た
綾
瀬
川
・�

中
川
の
運
命�

新
河
岸
川
の
合
流
点
は
？�

　
現
在
、
新
河
岸
川
は
岩
淵
水
門
の
下
流
で
隅
田
川
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
が
、
大
正
よ
り
前
は
は
る
か
上
流
で
荒
川
と
合
流
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
場
所
は
現
在
の
朝
霞
水
門
付
近
。
荒
川
か
ら
の

逆
流
に
よ
る
浸
水
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
荒
川
の
直
線
化
に
あ
わ

せ
て
、
新
河
岸
川
の
新
水
路
が
造
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。�

　
新
水
路
は
蛇
行
し
て
い
た
荒
川
を
部
分
的
に
生
か
し
て
直
線
的

に
掘
ら
れ
、
い
ま
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。�

　初代関東郡代・伊
奈忠次の次男。父、
早くに亡くなった
兄・忠政の跡を継い
で関東郡代となり、武蔵国赤山（現川口市）に陣
屋を構え、関東各地の治水工事や河川改修、新田
開発に携わりました。利根川東遷、荒川西遷を実
現させたのも忠治で、ほかに吉見領囲堤、見沼溜
井八丁堤、鬼怒川・小貝川分流、新綾瀬川開削、
江戸川開削など、その業績はたくさんあります。�
　関八州の発展を導いた伊奈忠次・忠治親子の墓
は、鴻巣市の勝願寺（鴻巣駅より徒歩8分）境内
にあり、埼玉県の史跡に指定されています。�

青山士�
あおやま　あきら�
1878～1963年�

　荒川放水路と岩淵水門の建
設を指揮した土木技術者。
1904（明治37）年から日
本人でただ一人、パナマ運河
建設に携わり、帰国後、荒川放水路工事に従事し
ました。荒川放水路の完成記念碑には青山士の名
前はなく、「此ノ工事ノ完成ニアタリ多大ナル犠
牲ト労役トヲ払ヒタル我等ノ仲間ヲ記憶センカ為
ニ」と記し、工事に参加したすべての人の労に感
謝したそうです。�
　荒川知水資料館（P13参照）2階青山士コーナ
ーでアモア開館10周年記念企画展「パナマ運河
と青山士」を開催中です。ぜひご覧ください。�

斎藤　美�
さいとう　ゆうび�
1866～1943年�

　荒川の治水翁と呼ばれる政
治家で、荒川沿いの馬宮村（現
さいたま市西区飯田新田）生
まれ。医師の家系にあったが、
1890（明治23）年の洪水
を経験したことで治水の大切さを訴えるために、
政治家になったそうです。�
　　美は埼玉県議として国へ荒川改修の必要性を
訴え続け、荒川放水路工事の第一期に続く第二期
工事として荒川上流の改修工事が実現。特に入間
川の合流点付近から岩淵水門までの水路付替工事
に尽力し、その功績をたたえて、さいたま市の荒
川に架かる橋が「治水橋」と名付けられました。�

　
荒
川
放
水
路
の
開
削

に
よ
っ
て
、
綾
瀬
川
と

中
川
の
運
命
は
大
き
く

変
わ
り
ま
し
た
。
流
れ

が
寸
断
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で

綾
瀬
川
は
堀
切
で
隅
田

川
（
か
つ
て
の
荒
川
）
に
流
れ
込
ん
で
い
ま
し
た

が
、
荒
川
放
水
路
と
ぶ
つ
か
る
小
菅
付
近
か
ら
荒

川
と
並
行
す
る
よ
う
に
掘
ら
れ
た
水
路
を
南
東
へ

流
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
中
川
は
蛇
行
を
繰

り
返
し
な
が
ら
東
京
湾
へ
と
流
れ
て
い
ま
し
た
が
、

放
水
路
と
ぶ
つ
か
る
上
平
井
付
近
で
綾
瀬
川
の
新

流
路
と
合
流
し
て
南
東
へ
流
れ
、
そ
の
ま
ま
荒
川

と
並
行
し
て
東
京
湾
へ
出
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。�

　
寸
断
さ
れ
た
下
流
部
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
綾
瀬
川
は
荒
川
放
水
路
と
隅
田
川
を
結
ぶ
旧

綾
瀬
川
（
４
０
０
ｍ
）
と
し
て
残
り
、
中
川
の
一

部
は
放
水
路
の
右
岸
に
取
り
残
さ
れ
、
流
れ
の
な

い
江
東
内
部
河
川
の
ひ
と
つ
旧
中
川
と
な
っ
て
い

ま
す
。
地
図
を
見
る
と
、
ど
ち
ら
も
か
つ
て
、
つ

な
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。�

　
放
水
路
の
開
削
や
直
線
化
工
事
に
よ
り
、
荒
川

の
両
岸
に
は
た
く
さ
ん
の
飛
び
地
が
で
き
ま
し
た
。

今
回
は
下
流
部
の
飛
び
地
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。�

　
江
北
橋
の
上
流
右
岸
河
川
敷
に
は
一
部
だ
け
北

区
の
飛
び
地
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
「
天
狗
の
鼻
」

と
も
呼
ば
れ
る
隅
田
川
が
蛇
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
。

„
鼻
“
の
先
端
部
に
放
水
路
の
ル
ー
ト
が
計
画
さ

れ
た
た
め
、
隅
田
川
は
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
天
狗
自
慢
の
„
鼻
“
が
短
く
な
っ
た

わ
け
で
す
。
区
境
は
以
前
の
ま
ま
変
更
さ
れ
て
な

い
た
め
、
飛
び
地
に
な
り
ま
し
た
。
�

　
そ
の
約
２
キ
ロ
上
流
で
は
川
口
市
が
荒
川
の
右

岸
ま
で
飛
び
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
以
前
の
芝

川
と
隅
田
川
の
流
路
が
市
区
境
に
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
発
生
。
そ
の
少
し
上
流
に
は
左
岸
に
北
区

が
、
新
荒
川
大
橋
付
近
の
右
岸
に
は
川
口
市
が
は

み
出
し
て
い
ま
す
。
�

　
一
方
、
相
互
が
話
し
合
っ
て
境
を
変
更
し
た
地

域
も
あ
り
ま
す
。
北
区
浮
間
は
か
つ
て
横
曽
根
村

（
現
川
口
市
）

の
村
域
で
し
た
。

そ
れ
は
い
ま
も

川
口
市
に
浮
間

ゴ
ル
フ
場
が
あ

る
こ
と
か
ら
も

わ
か
り
ま
す
。

荒
川
の
直
線
化

で
飛
び
地
に
な

っ
た
こ
と
か
ら
、

１
９
２
６
（
大
正
15
）
年
に
東
京
府
北
豊
島
郡
岩

淵
町
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。
�

　
ま
た
、
板
橋
区
舟
渡
４
丁
目
の
大
半
は
か
つ
て

の
戸
田
町
（
現
戸
田
市
）
で
し
た
。
葬
祭
場
の
名

前
に
戸
田
の
名
残
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
荒

川
の
新
し
い
水
路
を
ま
た
い
で
入
り
組
ん
で
い
た

境
界
線
を
１
９
５
０
（
昭
和
25
）
年
に
変
更
し
た

こ
と
を
記
念
し
て
始
ま
っ
た
の
が
、
現
在
の
い
た

ば
し
花
火
大
会
と
戸
田
橋
花
火
大
会
な
の
で
す
。
�

　
隅
田
川
が
荒
川
だ
っ
た
こ
と
は
ご
存

じ
の
通
り
で
す
が
、
そ
の
前
は
入
間
川

で
あ
り
、
ま
た
下
流
部
は
利
根
川
、
荒

川
で
も
あ
り
ま
し
た
。
で
は
呼
び
方
は

ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
？�

古
く
は
住
田
川
、
宮
戸
川
な
ど
と
呼
ば
れ
、

江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
吾
妻
橋

よ
り
下
流
は
大
川
や
浅
草
川
、
現
在
の

隅
田
水
門
付
近
ま
で
は
隅
田
川
、
そ
の

上
流
は
荒
川
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。�

　
放
水
路
開
削
後
も
し
ば
ら
く
荒
川
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
１
９
６
４
（
昭

和
３９
）
年
の
河
川
法
制
定
に
よ
っ
て
放
水

路
が
正
式
に
「
荒
川
」
と
な
り
、
岩
淵

水
門
か
ら
下
流
は
そ
れ
ま
で
の
通
称
「
隅

田
川
」
が
正
式
名
と
な
っ
た
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
荒
川
か
ら
名
前
を
つ
け
た
「
荒

川
区
」
は
放
水
路
完
成
後
の
１
９
３
２�

（
昭
和
７
）
年
に
誕
生
し
て
い
ま
す
。�

　
４
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し

た
よ
う
に
、
か
つ
て
の

荒
川
は
、
現
在
の
元
荒

川
筋
を
流
れ
て
い
ま
し

た
。
瀬
替
え
を
し
た
熊

谷
市
久
下
付
近
の
荒
川

堤
防
に
立
つ
と
、
荒
川

土
手
の
す
ぐ
隣
に
か
つ

て
の
荒
川
本
流
で
あ
る

元
荒
川
の
流
れ
が
見
え

ま
す
。
川
幅
５
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
小
さ
な
川
で
、
荒
川
堤
防
と
の
距
離
が
わ
ず
か

５
メ
ー
ト
ル
程
度
の
と
こ
ろ
も
。
本
流
と
切
り
離
さ
れ
て

か
ら
ず
っ
と
、
す
ぐ
横
を
流
れ
て
き
た
の
で
す
。�

　
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
荒
川
か
ら
近
い
と
こ
ろ
を
流
れ
て

い
る
元
荒
川
で
す
が
、
現
在
は
中
川
の
支
流
で
あ
り
、
利

根
川
水
系
の
河
川
。
こ
の
堤
防
が
荒
川
流
域
と
利
根
川
流

域
の
境
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
な
お
、
瀬
替
え
後
の

元
荒
川
の
水
源
は
湧
水
で
し
た
が
、
現
在
は
熊
谷
市
ム
サ

シ
ト
ミ
ヨ
保
護
セ
ン
タ
ー
（
旧

水
産
試
験
場
）
の
ポ
ン
プ
で

く
み
上
げ
た
地
下
水
。
源
流

部
に
は
絶
滅
危
惧
種
で
埼
玉

県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ

れ
て
い
る
魚
「
ム
サ
シ
ト
ミ

ヨ
」
が
生
息
し
て
い
る
こ
と

で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。�

　
元
荒
川
が
荒
川
の
本
流
だ
っ
た
と
紹

介
し
ま
し
た
が
、
正
確
に
は
綾
瀬
川
が

本
当
の
荒
川
本
流
だ
っ
た
と
い
っ
た
方

が
正
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。�

　
現
在
の
綾
瀬
川
の
起
点
は
桶
川
市
小

針
領
家
で
す
が
、
備
前
堤
築
造
（
４
ペ

ー
ジ
参
照
）
に
よ
り
締
め
切
ら
れ
る
前
は
、

荒
川
の
流
れ
は
元
荒
川
と
綾
瀬
川
に
分

流
し
て
流
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
と
考

え
る
と
元
荒
川
も
綾
瀬
川
も
荒
川
の
本

流
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
よ
り
も
昔
の
戦
国
時
代
ご
ろ
に
綾

瀬
川
の
瀬
替
え
が
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
、

綾
瀬
川
（
現
在
の
元
荒
川
上
流
部
）
か
ら
、
東
に
並
行
す
る

星
川
（
現
在
の
元
荒
川
）
へ
つ
な
ぐ
水
路
が
造
ら
れ
、
荒
川

が
分
流
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
備
前
堤
の
完
成
に

よ
っ
て
荒
川
と
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
ら
れ
た
わ
け
で
す
。�

　
綾
瀬
川
が
荒
川
の
本
流
だ
っ
た
こ
と
は
、
綾
瀬
川
が
旧
埼

玉
郡
（
左
岸
）
と
旧
足
立
郡
（
右
岸
）
の
境
に
な
っ
て
い
た

こ
と
（
一
部
区
間
を
除
く
）
や
、
氷
川
神
社
と
久
伊
豆
神
社

の
分
布
が
、
綾
瀬
川
を
境
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら

も
想
像
で
き
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
大
河
だ
っ
た
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。�

変�路�を� え�た�流�

修�川� ち�改� の�“祖”�荒� た�

熊谷市久下と鴻巣市（旧吹上町）北新宿の境界付
近。荒川土手のすぐ隣を元荒川が流れています�

綾瀬川を締め切っ
た備前堤（写真は
現在）。備前守と
呼ばれた伊奈忠次
が造ったことから
名付けられました�

　
埼
京
線
の
浮
間
舟
渡
駅
前
に
広
が
る

都
立
浮
間
公
園
の
中
心
に
浮
間
ヶ
池
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
池
、
釣
り
を
楽
し
む

人
で
い
つ
も
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
が
、

実
は
荒
川
の
流
れ
の
跡
を
利
用
し
た
池

な
の
で
す
。
ふ
し
ぎ
四
、
六
と
も
関
連

し
ま
す
が
、
大
正

か
ら
昭
和
に
か
け

て
蛇
行
し
て
い
た

荒
川
の
流
れ
が
直

線
化
さ
れ
、
取
り

残
さ
れ
た
部
分
な

の
で
す
。�

かつて荒川だった浮間ヶ池。
浮間公園の中心的存在とし
て地域の人に親しまれていま
す。12月上旬は紅葉もきれい�

鴻巣市の勝願寺にある
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