
坂
さか

本
もと

養
よう

川
せん

のつくったせぎ

川
かわ

の中
なか

に石
いし

を積
つ

んで水
みず

をよせています ゴルフ場
じょう

の中
なか

を通
とお

る鳴
なる

岩
いわ

せぎ

①大
おお

河
が

原
わら

せぎ ③鳴
なる

岩
いわ

せぎ②滝
たき

之
の

湯
ゆ

せぎ

角
かく

名
みょう

川
がわ

を「とい」で越
こ

える滝
たき

之
の

湯
ゆ

せぎ

④柳
やな

川
がわ

三
さん

ヶ
か

村
そん

せぎ

柳
やな

川
がわ

三
さん

ヶ
か
村
そん

せぎの新
あたら

しい取
と

り入
い

れ口
ぐち

⑤坪
つぼ

之
の

端
は

せぎ

柳
やな

川
がわ

の崖
がけ

の下
した

を通
とお

る坪
つぼ

之
の

端
は

せぎ

⑥一
いち

ノ
の

瀬
せ

せぎ

美
み

濃
の

戸
と

の別
べっ

荘
そう

地
ち

の中
なか

を流
なが

れ下
くだ

る一
いち

ノ
の

瀬
せ

せぎ

⑦立
たつ
場
ば
川
がわ
乙
おっ
事
こと
せぎ

鉢
はち

巻
まき

道
どう

路
ろ

を水
すい

路
ろ

橋
きょう

で越
こ

える乙
おっ

事
こと

せぎ

⑨程
ほど

久
く

保
ぼ

せぎ

程
ほど

久
く

保
ぼ

せぎの水
みず

は武
たけ

智
ち

川
がわ

に落
お

とし、再
ふたた

び取
しゅ

水
すい

される

⑧千
せん

ヶ
が

沢
さわ

新
しん

せぎ（小
こ

六
ろく

せぎ）

山
やま

の斜
しゃ

面
めん

をけずって等
とう

高
こう

線
せん

にそって流
なが

れる小
こ

六
ろく

せぎ

⑫車
くるま

沢
ざわ

せぎ

車
くるま

沢
ざわ

せぎは尾
お

根
ね

を越
こ

えると水
みず

を谷
たに

に落
お

とす

⑪鬼
おに

場
ば

新
しん

せぎ

以
い

前
ぜん

より低
ひく

いところを流
なが

れている今
いま

の鬼
おに

場
ば

新
しん

せぎ

⑩棚
たな

田
だ

せぎ

小
こ ず み

泉山
やま

の西
にし

で宮
みや

原
はら

方
ほう

面
めん

と粟
あわ

沢
ざわ

に分
ぶん

水
すい

される

⑬塩
しお

之
の

原
はら

せぎ

北
きた

大
おお

塩
しお

の姫
ひめ

宮
みや

に向
む

かって流
なが

れる塩
しお

之
の

原
はら

せぎ

⑭上
うえ

の相
あい

之
の

倉
くら

せぎ

等
とう

高
こう

線
せん

にそって流
なが

れる上
うえ

の相
あい

之
の

倉
くら

せぎ

⑮矢
や

戸
と

倉
ぐら

せぎ

角
かく

間
ま

川
がわ

の右
う

岸
がん

を流
なが

れる矢
や

戸
と

倉
ぐら

せぎ

坂本養川堰研究会
せぎ けん きゅうかいさか もと よう せん

乙女滝（大河原せぎ）
おと め だき おお が わら

堰
せぎ

坂
本
養
川

さ
か

も
と

よ
う

せ
ん

諏
訪
地
域
の

す

わ

ち

い
き

発
展
に
尽
く
し
た
人

は
っ
て
ん

つ

ひ
と

ようせんじいや

　坂
さか

本
もと

養
よう

川
せん

は、今
いま

から285年
ねん

ほど前
まえ

に田
た

沢
ざわ

村
むら

（今
いま

の茅
ち

野
の

市
し

宮
みや

川
がわ

）という場
ば

所
しょ

で生
う

まれました。

　生
う

まれた時
とき

の名
な

前
まえ

は「太
た

郎
ろう

」、16歳
さい

で「市
いち

之
の

丞
じょう

」と名
な

前
まえ

を変
か

え、48歳
さい

のころか

ら「養
よう

川
せん

」と名
な

のるようになりました。

　若
わか

い頃
ころ

田
た

沢
ざわ

村
むら

の名
な

主
ぬし

をしていた時
とき

、水
みず

不
ぶ

足
そく

により、新
しん

田
た

つぶしをせざるを得
え

なかった経
けい

験
けん

から、せぎを作
つく

る決
けっ

心
しん

をしたと言
い

われています。

　このあたりの川
かわ

は、水
みず

が少
すく

なく、上
じょう

流
りゅう

でたくさ

んの畑
はたけ

を田
た

に変
か

えてしまうと、下
か

流
りゅう

にある田
た

の

水
みず

が不
ふ

足
そく

しました。

　人
ひと

々
びと

の生
せい

活
かつ

は苦
くる

しく、水
みず

あらそいが

何
なん

度
ど

もおこり、新
しん

田
た

をつぶすこともあり

ました。

　水
みず

を引
ひ

きたいという村
むら

人
びと

たちの

願
ねが

いを実
じつ

現
げん

するため、

養
よう

川
せん

は努
ど

力
りょく

を重
かさ

ねて、

せぎをつくったのです。

　八
やつ

ヶ
が

岳
たけ

山
さん

麓
ろく

では、自
し

然
ぜん

の川
かわ

は、東
ひがし

（八
やつ

ヶ
が

岳
たけ

）から、西
にし

（宮
みや

川
がわ

や上
かみ

川
がわ

）に向
む

かって、流
なが

れくだっています。養川せぎは、

水
みず

の多
おお

い北
ほく

部
ぶ

から水
みず

の少
すく

ない南
なん

部
ぶ

に、水
みず

をおくるのが目
もく

的
てき

ですから、その途
と

中
ちゅう

でいくつもの自
し

然
ぜん

の川
かわ

を横
よこ

切
ぎ

ってい

かなければなりません。

　自
し

然
ぜん

の川
かわ

を横
よこ

切
ぎ

って越
こ

えていく方
ほう

法
ほう

は３種
しゅ

類
るい

あります。

１. 川
かわ

の幅
はば

がせまいところでは「ダム」が使われます。（写
しゃ

真
しん

①）

２. 幅
はば

の広
ひろ

いところでは「とい」といって、水
みず

を通
とお

す橋
はし

が使
つか

われます。（写
しゃ

真
しん

②）

３. 一
いち

ノ
の

瀬
せ

せぎ　坪
つぼ

之
の

端
は

せぎ　柳
やな

川
がわ

三
さん

ヶ
か

村
そん

せぎは、「サイ

フォン」という仕
し

組
く

みで弓
ゆみ

振
ふり

川
がわ

を越
こ

えます。せぎの水
みず

はト

ンネルのように、川
かわ

の下
した

をくぐっていきますから、地
ち

上
じょう

か

らはただ川
かわ

が見
み

えるだけで、何
なに

も見
み

えません。

　地
ち

図
ず

の中
ちゅう

央
おう

上
うえ

のあたりの、霧
きり

ヶ
が

峰
みね

から茅
ち

野
の

市
し

米
よね

沢
ざわ

へ

向
む

かう地
ち

域
いき

に、いくつかの養
よう

川
せん

せぎがあります。上
うえ

の相
あい

之
の

倉
くら

せぎ、下
した

の相
あい

之
の

倉
くら

せぎ、相
あい

之
の

倉
くら

せぎ（ねむり久
く

保
ぼ

せ

ぎ）です。（写
しゃ

真
しん

⑤）

　これらのせぎは、茅
ち

野
の

横
よこ

河
かわ

川
がわ

の水
みず

を増
ふ

やして諏
す

訪
わ

市
し

四
し

賀
が

の普
ふ

門
もん

寺
じ

と桑
くわ

原
ばら

に水
みず

を引
ひ

いていくために作
つく

られました

（緑
みどり

色
いろ

で示
しめ

したせぎが２本
ほん

見
み

えるはずです）。尾
お

根
ね

を越
こ

えるまでは、等
とう

高
こう

線
せん

に沿
そ

ってゆるやかに流
なが

れ、尾
お

根
ね

の近
ちか

くではトンネルとなっています。（写
しゃ

真
しん

⑥）

　上
かみ

川
がわ

の土
ど

手
て

から見
み

ると東
ひがし

側
がわ

の山
やま

の尾
お

根
ね

の向
む

こうから水
みず

が来
く

るように見
み

えるので、ちょっと不
ふ

思
し

議
ぎ

な感
かん

じがします。

　せぎによって引
ひ

いてきた水
みず

は、いくつかの村
むら

に分
わ

けられ

て、その村
むら

の田
た

をうるおします。どの村
むら

に、どれくらいの水
みず

の

量
りょう

を分
わ

けるかは、その村
むら

でどれくらいのお米
こめ

ができるか決
き

まるので、それぞれの村
むら

にとっては、とても重
じゅう

大
だい

な事
こと

でした。

そのために、決
き

められた量
りょう

の水
みず

をきちんと分
わ

ける方
ほう

法
ほう

が工
く

夫
ふう

されて、現
げん

在
ざい

まで使
つか

われています。（写
しゃ

真
しん

③）

　また、それとは逆
ぎゃく

に、最
さい

初
しょ

から最
さい

後
ご

まで他
た

の村
むら

に水
みず

を分
わ

けないという方
ほう

法
ほう

をとるせぎもあります。立
たつ

場
ば

川
がわ

乙
おっ

事
こと

せぎと

千
せん

ヶ
が

沢
さわ

新
しん

せぎ（小
こ

六
ろく

せぎ）は写
しゃ

真
しん

のように、それぞれのせぎ

の水
みず

がまざらないように、せぎの水
すい

路
ろ

が “立
りっ

体
たい

交
こう

差
さ

” をして

います。（写
しゃ

真
しん

④）

　パワーショベルもダンプカーもない時
じ

代
だい

にせぎをつくる

のはたいへんな事
こと

でした。特
とく

に渋
しぶ

川
かわ

や柳
やな

川
がわ

は、両
りょう

側
がわ

に

硬
かた

い岩
いわ

がそそり立
た

っている深
ふか

い谷
たに

になっているので、そこ

に取
と

り入
い

れ口
ぐち

をつくったり、水
みず

を通
とお

したりするのは大
おお

勢
ぜい

の人
ひと

と力
ちから

が必
ひつ

要
よう

でした。しかし、その工
こう

事
じ

をしないと自
じ

分
ぶん

たちの村
むら

まで水
みず

が来
き

ません。村
むら

の人
ひと

はみんなで協
きょう

力
りょく

して

岩
いわ

をくだいて水
みず

をひいてきました。（写
しゃ

真
しん

⑦⑧）

あっちのせぎから
水を引いてこよう。
みず ひ

原村の川

1

せぎ

こっちの水が
少なく
なっちゃうよ

2

滝之湯川

せぎ

こっちから
水を引いて
いいよ。

3

せぎ

せぎ

助かったよ
ありがとう。

4

はらむら かわ

みず ひ

たき の ゆ がわ

柳川
やながわ

原村の川
はらむら かわ

柳川
やながわ

みず

すく

原村の川
はらむら かわ

柳川
やながわ

滝之湯川
たき の ゆ がわ

たす

村人の願いをふき出しに書いてみよう
むらびと ねが だ か

持
も

っているのは「六
ろく

尺
しゃく

棒
ぼう

」といって、
長
なが

さが六
ろく

尺
しゃく

（1.8m）あります。
この棒

ぼう
で、せぎの幅

はば
が六

ろく
尺
しゃく

になって
いるか確

かく
認
にん

するのです。

西
せ い

暦
れ き 年ね

ん

齢れ
い 主

お も

なできごと

1736 1 坂
さ か

本
も と

養
よ う

川
せ ん

　田
た

沢
ざ わ

村
む ら

に生
う

まれる

1756 21
諏

す

訪
わ

の殿
と の

様
さ ま

は、水
み ず

不
ぶ

足
そ く

のため、新
し ん

田
た

をつぶし、次
つ ぎ

の年
と し

に畑
はたけ

を田
た

にす
ることを禁

き ん

じる 

1758 23 養
よ う

川
せ ん

、23歳
さ い

で田
た

沢
ざ わ

村
む ら

の名
な

主
ぬ し

となる 

1762 27 養
よ う

川
せ ん

、関
か ん

西
さ い

に行
い

き、各
か く

地
ち

の水
み ず

利
り

用
よ う

の仕
し

方
か た

を見
み

て来
く

る

1763 28
養
よ う

川
せ ん

、江
え

戸
ど

（今
い ま

の東
と う

京
きょう

）に出
で

て、測
そ く

量
りょう

の方
ほ う

法
ほ う

、せぎのつくり方
か た

などの
技

ぎ

術
じゅつ

を学
ま な

ぶ

1764 29 養
よ う

川
せ ん

、ふたたび名
な

主
ぬ し

となる

1770 35 雨
あ め

がふらず、ひでりが続
つ づ

き、あちこ
ちで水

み ず

あらそいがおきる

1773 38
養
よ う

川
せ ん

、病
びょう

気
き

がなおって、ふたたび
江

え

戸
ど

に行
い

こうとするが、母
は は

に強
つ よ

く
とめられる

1774 39 養
よ う

川
せ ん

、仲
な か

間
ま

とともに諏
す

訪
わ

地
ち

域
い き

全
ぜ ん

体
た い

の水
み ず

の利
り

用
よ う

について調
し ら

べる

1775 40
養
よ う

川
せ ん

、殿
と の

様
さ ま

にせぎをつくることを
お願

ね が

いする。願
ね が

いは、なかなか認
み と

められず、8年
ね ん

間
か ん

に6回
か い

におよぶ

1783 48 養
よ う

川
せ ん

、最
さ い

初
し ょ

のせぎである滝
た き

之
の

湯
ゆ

せ
ぎをつくる

1784 49
養
よ う

川
せ ん

のせぎの計
け い

画
か く

を知
し

った何
な に

者
も の

か
が、養

よ う

川
せ ん

を暗
あ ん

殺
さ つ

しようという計
け い

画
か く

があったらしい

西
せ い

暦
れ き 年ね

ん

齢れ
い 主

お も

なできごと

1785 50
養
よ う

川
せ ん

、そのたびごとに、より良
よ

い計
け い

画
か く

になおして、願
ね が

いは６回
か い

めで認
み と

められる

1788 53 養
よ う

川
せ ん

、せぎづくりのまとめ役
や く

になる 

1789 54 養
よ う

川
せ ん

、せぎの土
ど

手
て

に風
か ぜ

よけのため
のカラマツを3000本

ぼ ん

植
う

える

1792 57 養
よ う

川
せ ん

、大
お お

河
が

原
わ ら

せぎをつくる

1801 66
養
よ う

川
せ ん

はたくさんのせぎをつくった
ので、 殿

と の

様
さ ま

から藩
は ん

の役
や く

人
に ん

にしても
らう。坂

さ か

本
も と

という姓
せ い

をなのる

1804 69 養
よ う

川
せ ん

、役
や く

人
に ん

をやめ、のんびりくらす

1809 74 養
よ う

川
せ ん

、74歳
さ い

でなくなる

1992
坂
さ か

本
も と

養
よ う

川
せ ん

のブロンズ像
ぞ う

が尖
とがり

石
い し

縄
じょう

文
も ん

考
こ う

古
こ

館
か ん

の前
ま え

、滝
た き

之
の

湯
ゆ

せぎのほとり
に建

た

てられる

繰
く

り越
こ

しせぎのしくみ

坂
さか

本
も と

養
よ う

川
せ ん

という人 自
し

然
ぜ ん

の川
か わ

を越
こ

えるせぎ

尾
お

根
ね

を越
こ

えるせぎ

水
みず

を分
わ

ける工
く

夫
ふ う

たいへんだった工
こう

事
じ

　しかし、北
ほく

部
ぶ

の人
ひと

たち

は、自
じ

分
ぶん

たちの水
みず

がなくな

るのではないかと心
しん

配
ぱい

にな

り、養
よう

川
せん

の考
かんが

えに反
はん

対
たい

しま

した。

　養
よう

川
せん

は、どの村
むら

も水
みず

にこまらないように、

諏
す

訪
わ

地
ち

域
いき

全
ぜん

体
たい

をたんねんに調
しら

べて計
けい

画
かく

を

ねり、みんなの協
きょう

力
りょく

をよびかけました。

　それとともに、養
よう

川
せん

は高
たか

島
しま

藩
はん

の殿
との

様
さま

にせ

ぎをつくるお願
ねが

いをしました。養
よう

川
せん

は、良
よ

い計
けい

画
かく

に直
なお

しながら、８年
ねん

間
かん

も粘
ねば

り強
づよ

くお

願
ねが

いし、６回
かい

めで許
ゆる

しをもらいました。

　機
き

械
かい

のない江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

ですから、工
こう

事
じ

は

たいへんでしたが、村
むら

の人
ひと

が全
ぜん

員
いん

でせぎを

掘
ほ

るなどして、１年
ねん

間
かん

でつくってしまったせぎ

もありました。

坂本養川
よう せんさか もと

年表
ぴょうねん

の

皆
みな

さんの地
ち

区
く

にあるせぎが、
いつできたかを調

しら
べるのじゃ

大
だい

事
じ

なことは、調
しら

べること
仲
なか

間
ま

に協
きょう

力
りょく

してもらったぞ

①ダムで丸
まる

生
せい

戸
と

川
がわ

を越
こ

える大
おお

河
が

原
わら

せぎ

⑤上
うえ

の相
あい

之
の

倉
くら

せぎの取
と

り入
い

れ口
ぐち

③9対
たい

１の割
わり

合
あい

で水
みず

を分
わ

けている円
えん

筒
とう

分
ぶん

水
すい

工
こう

⑦硬
かた

い岩
いわ

をくりぬいてつくったせぎ（滝
たき

之
の

湯
ゆ

せぎ）

②「とい」で角
かく

名
みょう

川
がわ

を越
こ

える大
おお

河
が

原
わら

せぎ

⑥トンネルで尾
お

根
ね

を超
こ

えてきたせぎの水
みず

④“立
りっ

体
たい

交
こう

差
さ

”をしてるせぎ

⑧絶
ぜっ

壁
ぺき

の下
した

の取
と

り入
い

れ口
ぐち
（一

いち
ノ
の

瀬
せ

せぎ）
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（記
き

入
にゅう

欄
ら ん

）

　滝
たき

之
の

湯
ゆ

川
がわ

をはじめ、北
ほく

部
ぶ

の川
かわ

は水
みず

がたくさん流
なが

れ

ています。養
よう

川
せん

は、水
みず

がたくさん流
なが

れている北
ほく

部
ぶ

の

川
かわ

から、水
みず

の少
すく

ない川
かわ

へと水
みず

を回
まわ

すためにせぎを

つくりました。これを「繰
く

り越
こ

しせぎ」とよんでいます。

「繰
く

り越
こ

しせぎ」のしくみ

❸ ❺ ❼

❹ ❻ ❽❷




