
も
の
で
、こ
れ
ほ
ど
急
傾
斜
の
石
堤
は
全
国
的
に

も
珍
し
く
、
同
じ
早
月
川
で
も
こ
の
個
所
だ
け
で

あ
る（
n
）。

「
五
厘
」
勾
配
の
わ
け

五
厘
堤
の
対
岸
の
や
や
上
流
側
は
水
尾
山
が

せ
り
出
し
岩
壁
と
な
っ
て
い
る
。
上
流
か
ら
の
洪

水
は
こ
の
岩
壁
に
ぶ
つ
か
り
は
ね
返
さ
れ
五
厘
堤

の
ほ
う
へ
ま
っ
す
ぐ
向
か
っ
て
く
る
た
め
、
こ
の

地
点
で
堤
防
が
切
れ
る
と
西
北
の
市
街
地
が
水

害
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
る（
b
）。
こ
の
大
浦

地
区
に
は
堅
固
な
堤
防
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

川
側
の
面
を
五
厘
と
い
う
急
傾
斜
に
し
た
の
は

洪
水
対
策
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
記
録
が
残
さ
れ

て
お
ら
ず
そ
の
設
計
意
図
は
不
明
で
あ
る
。
浅
地

剛
成
氏（
富
山
県
土
木
部
）は
、
そ
の
理
由
と
し

て
、
第
一
に
土
石
を
含
む
洪
水
流
に
接
す
る
面
積

を
小
さ
く
し
て
破
壊
の
危
険
度
を
小
さ
く
す
る

こ
と
、
第
二
に
洪
水
が
越
堤
す
る
の
を
防
い
で
破

堤
の
危
険
度
を
小
さ
く
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
の
も

の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
（
2
）
。

さ
ら
に
五
厘
堤
の
前
面
は
水
制
を
施
し
て
洪

水
の
勢
い
を
和
ら
げ
、
五
厘
堤
の
下
流
側
を
低
く

し
て
洪
水
を
越
流
・
遊
水
さ
せ
る
と
と
も
に
背
面

に
堤
防
を
配
置
す
る
な
ど
、
二
重
三
重
の
構
え
で

水
害
を
防
い
で
い
る
（
3
）
。

五
厘
堤
の
設
計
者

五
厘
堤
は
デ
・
レ
ー
ケ
が
設
計
し
た
も
の
で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
確
た
る
証
拠
は
な
い
。

当
時
の
富
山
県
の
土
木
担
当
課
長
高
田
雪
太
郎

が
デ
・
レ
ー
ケ
の
指
導
に
よ
り
設
計
し
た
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
む
ろ
ん
推
測
の
域
を
出
な
い
。

「
明
治
の
治
水
」の
シ
ン
ボ
ル

今
年
三
月
半
ば
、
五
厘
堤
を
訪
ね
た
。
築
堤
か

ら
一
一
〇
年
余
り
、
ほ
ぼ
当
時
の
姿
の
ま
ま
で
現

在
も
滑
川
市
街
地
を
水
害
か
ら
守
っ
て
い
る
。
昨

年
、
土
木
学
会
選
奨
土
木
遺
産
に
選
ば
れ
た
。

積
み
重
ね
ら
れ
た
一
つ
ひ
と
つ
の
石
は
北
ア
ル

プ
ス
の
山
々
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

石
の
丸
み
に
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
の
永
い
時
間

を
感
じ
る
。
こ
の
石
堤
の
表
情
は
武
骨
だ
が
、
素

朴
で
な
つ
か
し
く
も
温
か
い
も
の
が
あ
る
。
河
原

か
ら
石
を
運
び
積
み
上
げ
た
明
治
の
石
工
た
ち

の
よ
う
に
。
五
厘
の
勾
配
で
洪
水
に
立
ち
向
か
う

気
迫
を
秘
め
な
が
ら
、
堤
防
は
風
景
に
と
け
込

む
、
と
い
う
よ
り
風
景
を
な
し
て
い
る
。

水尾山 

L=200m

五厘堤 

早
月
川 
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日本海 

JR北
陸
本
線

五厘堤 滑川IC

東滑川駅 

早
月
川 

滑川駅 

水橋駅 

8

x五厘堤の全景　長さ約200ｍ、下流端が低くなっている（筆者撮影）

b洪水の流れと五厘堤（文献（2）をもとに筆者
作成）

v五厘堤の説明碑　昭和59年に富山県と滑川市が
建立（筆者撮影）

c五厘堤の天端（上面） 上流、北アルプスの山々
を望む（筆者撮影）

m位置図（文献（2）による）
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五
厘
堤

―
早
月
川
の
激
流
に
抗
し
て
―

Civil Engineering of Property

暴
れ
川
早
月
川

越
中
の
国
守
大
伴
家
持
が
七
四
八（
天
平
二

〇
）年
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る（
万
葉
集
巻
第
一
七
）。

万
葉
の
昔「
は
ひ
つ
き
」と
呼
ば
れ
た
早
月
川
。

北
ア
ル
プ
ス
の
名
峰
剱
岳
に
源
を
発
し
、
二
十
七

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
流
路
を
平
均
五
パ
ー
セ
ン
ト
の

急
勾
配
で
駆
け
下
り
富
山
湾
へ
と
な
だ
れ
込
む
。

見
事
な
扇
状
地
、
発
達
し
た
河
岸
段
丘
、
多
く
の

霞
堤
な
ど
地
理
の
教
材
に
格
好
の
川
で
あ
る
。
河

口
近
く
の
大
き
な
石
が
こ
の
川
の
暴
れ
川
ぶ
り
を

物
語
る
よ
う
に
、
古
来
、
春
の
融
雪
、
夏
秋
の
大

雨
に
よ
り
氾
濫
を
く
り
返
し
て
き
た
。

一
八
九
一（
明
治
二
四
）年
七
月
の
豪
雨
で
大

水
害
が
起
き
た
。
翌
月
、
内
務
省
か
ら
派
遣
さ
れ

て
き
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
・
レ
ー
ケ
は
、
早
月
川
を
調

査
し
、
堤
防
は
土
砂
で
で
き
て
い
る
た
め
漏
水
し

や
す
く
、
築
造
が
不
十
分
で
強
度
が
不
足
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
後
行
わ
れ
た
復
旧
工

事
に
よ
り「
石
堤
」が
築
か
れ
た
。

五
厘
堤
の
築
堤

一
八
九
五（
明
治
二
八
）年
八
月
の
洪
水
で
左
岸

大
浦
地
区
の
石
堤
が
破
壊
さ
れ
、
多
く
の
家
屋
田

畑
が
流
失
、
被
害
は
惨
状
を
極
め
た
（
1
）
。
翌
年
国

庫
補
助
を
受
け
て
富
山
県
に
よ
る
復
旧
工
事
が
行

わ
れ
、
堅
固
な
堤
防「
五
厘
堤
」が
完
成
し
た
。

こ
の
堤
防
は
、
河
原
か
ら
直
径
一
メ
ー
ト
ル
近

く
の
石
を
ト
ロ
ッ
コ
で
運
び
、
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

に
わ
た
っ
て
高
さ
三
〜
五
メ
ー
ト
ル
、
上
部
の
幅

約
七
メ
ー
ト
ル
に
積
み
重
ね
て
築
い
た
も
の
で
あ

る
。
川
側
の
勾
配
が

ほ
と
ん
ど
垂
直
に
近

い
こ
と
が
大
き
な
特

徴
と
な
っ
て
い
る
（
z
）。

堤
防
な
ど
の
勾
配

は
、
た
と
え
ば
高
さ

一
に
対
し
底
部
の
水

平
長
が
二
の
場
合
、

「
二
割
勾
配
」と
表
す
。

五
厘
堤
の
勾
配
は
一

対
〇
・
〇
五
で
あ
る

こ
と
か
ら
こ
う
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た

z五厘堤の側面　五厘の勾配で洪水に立ち向かう（筆者撮影）

1：
0.
05

n五厘堤の断面図（文献（2）による）


