
「
う
つ
く
し
ま
」へ
の
系
譜�

況
の
中
、
政
府
は
猪
苗
代
湖
の
水
を
か
ん
が
い
に
利
用

す
る
こ
と
を
考
え
、
明
治
初
年
か
ら
調
査
を
開
始
。
明

治
11
年
（
１
８
７
８
）
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
招
い
た

土
木
設
計
技
師
フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
を
郡
山
地
方
に
派

遣
し
、
本
格
的
に
開
削
事
業
の
可
能
性
を
検
討
、
実
地

測
量
を
行
っ
た
の
で
す
。

こ
の
時
、
ド
ー
ル
ン
が
ま
ず
考
え
た
の
は
、
会
津
の

日
橋

に
っ
ぱ
し

川
の
入
り
口
に
「
十
六
橋
水
門
」
を
整
備
す
る
こ

と
で
し
た
。
湖
の
反
対
側
で
あ
る
安
積
疏
水
の
開
削

の
た
め
に
、
な
ぜ
こ
の
整
備
が
第
一
に
必
要
と
考
え
た

の
か
―
―
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
遠
藤
さ
ん
は
、「
今

ま
で
湖
の
水
を
利
用
し
て
き
た
会
津
盆
地
の
農
民
を

決
し
て
困
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
考
え
た
の
で

す
」
と
話
し
ま
す
。
湖
の
水
位
が
変
わ
っ
て
も
会
津
側

へ
流
れ
る
水
に
影
響
を
与
え
ず
に
、
安
積
原
野
に
必
要

な
水
を
引
き
入
れ
る
。
そ
の
水
位
の
調
節
の
た
め
に

作
ら
れ
た
十
六
橋
水
門
の
役
割
は
「
湖
の
ダ
ム
化
」
で

し
た
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
と
い
う
都
市
名
が
示
す
通

り
、
低
地
に
あ
る
彼
の
母
国
オ
ラ
ン
ダ
は
河
川
や
水
利

に
関
す
る
土
木
技
術
は
世
界
一
。
ド
ー
ル
ン
の
設
計

に
基
づ
く
安
積
疏
水
工
事
は
、
明
治
12
年
（
１
８
７
９
）

に
開
始
さ
れ
、
高
度
な
指
導
の
も
と
、
政
府
派
遣
の
技

術
者
や
福
島
県
内
の
技
術
者
が
活
躍
。
３
カ
年
の
月

日
を
要
し
、
明
治
15
年
（
１
８
８
２
）
に
完
成
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
年
月
が
た
っ
て
も
こ
の
恩
人
の
こ
と
を

忘
れ
な
か
っ
た
の
は
、
農
民
た
ち
で
し
た
。

■
開
拓
に
不
可
欠
な
水
を
導
く

現
在
、
中
核
市
と
し
て
大
き
な
飛
躍
を
続
け
、
全
国

第
２
位
の
米
生
産
高
を
誇
る
郡
山
市
。
そ
の
発
展
は

す
べ
て
「
水
」
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
明
治
維
新
の
こ

ろ
、「
安
積
開
拓
」
に
お
い
て
、
安
積
疏
水
の
開
削
は
不

可
欠
の
も
の
で
し
た
。
当
時
の
安
積
原
野
は
不
毛
の

地
。
猪
苗
代
湖
の
水
は
西
の
会
津
盆
地
を
潤
し
ま
し

た
が
、
東
の
安
積
原
野
に
は
一
滴
も
流
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
す
。

明
治
維
新
後
、
新
政
府
は
、
失
業
し
た
士
族
の
救
済

の
た
め
、
開
墾
地
を
検
討
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
状

猪
苗
代
湖
の
豊
か
な
水
を
安
積
原
野
（
郡
山
市
）

に
導
き
、荒
野
を
美
田
に
変
え
た「
安
積
疏
水
開
削
」

に
力
を
尽
く
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
フ
ァ
ン
・
ド

ー
ル
ン
の
像
が
、
湖
畔
の
十
六
橋
水
門
そ
ば
に
建

っ
て
い
ま
す
。
戦
時
中
、
金
属
類
の
強
制
供
出
の

運
命
が
待
っ
て
い
た
像
を
守
ろ
う
と
、
決
死
の
思

い
で
隠
し
、
守
り
通
し
た
人
々
が
い
ま
し
た
。
こ

こ
で
は
、
当
時
そ
の
決
断
を
下
し
た
渡
辺
信
任

の
ぶ
と
う

の

甥お
い

で
、
実
行
部
隊
の
一
人
の
ご
子
息
で
も
あ
る
、
安

積
疏
水
土
地
改
良
区
副
理
事
長
の
遠
藤
直
人
さ
ん

に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
時
を
超
え
て
守
り
通
し

た
大
切
な
心
に
想
い
を
は
せ
て
み
ま
し
た
。

猪苗代湖畔に建つファン・ドールン像。足元をセメントで固めた「傷跡」
は、戦時中の金属類の強制供出から守ろうと、農民たちの手によって運び
出された際に出来たものです

安積疏水開削の際に使われたトランシッ
ト（測量器械）

10

隠
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
人

フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
と

安
積
疏
水
が
築
い
た
絆

会津の日橋川入り口にある十六橋水門は、安
積疏水の開削に伴い、会津側に流れる猪苗代
湖の水量を調節するためにつくられました

明治15年（1882）、沼上隧道
ずいどう

が通水。それは、
奥羽山脈をトンネルで貫き、猪苗代湖の水が
初めて安積原野に導かれた瞬間でした

ファン・ドールン像�



■
恩
義
を
胸
に
、
隠
さ
れ
た
銅
像

永
年
の
夢
だ
っ
た
猪
苗
代
湖
か
ら
の
引
水
を
目
に

し
た
農
民
た
ち
は
、
手
を
握
り
合
い
、
皆
が
涙
を
流
し

た
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
全
国
か
ら
入
植
し
た
士

族
や
小
作
人
た
ち
の
労
苦
に
よ
り
、
荒
野
は
美
田
と
化

し
て
い
っ
た
の
で
す
。
農
民
た
ち
は
、「
孫
子
の
代
ま

で
ド
ー
ル
ン
先
生
を
語
り
継
ご
う
」
と
銅
像
建
立
を
働

き
か
け
、
昭
和
６
年
（
１
９
３
１
）、
ゆ
か
り
の
十
六
橋

水
門
わ
き
に
建
立
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
第
二
次
世
界
大
戦
で
戦
火
が
強
ま
る
中
、

軍
事
用
に
役
立
て
る
た
め
に
金
属
類
の
強
制
的
な
供

出
が
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
も
ド
ー
ル
ン
の
母
国
オ

ラ
ン
ダ
は
敵
国
の
連
合
軍
側
。
銅
像
に
も
供
出
の
運

命
し
か
残
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
遠
藤
さ
ん
は
「
し
か

し
、
敵
と
か
味
方
と
か
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
農
民
が

ド
ー
ル
ン
に
大
き
な
恩
義
が
あ
る
こ
と
は
、
決
し
て
変

わ
ら
な
い
の
で
す
か
ら
」
と
語
り
ま
す
。
銅
像
を
隠
そ

う
―
―
そ
ん
な
覚
悟
を
決
め
た
の
は
、
安
積
疏
水
土
地

改
良
区
理
事
長
の
渡
辺
信
任
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
が
憲
兵
に
見
つ
か
っ
た
ら
大
変
な
こ
と
で
す
。
そ

こ
で
密
か
に
銅
像
を
運
び
山
中
に
埋
め
る
実
行
部
隊

が
集
め
ら
れ
ま
し
た
。
遠
藤
さ
ん
の
実
父
も
そ
の
一

人
で
し
た
。「
実
行
の
日
の
こ
と
は
よ
く
覚
え
て
い
ま

す
。
夜
、
だ
れ
に
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
大
き
な
重
い

銅
像
を
台
座
か
ら
は
ず
し
、
杉
林
の
中
を
運
ん
で
土
の

中
に
埋
め
た
と
聞
か
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
、
遠
藤
さ
ん

は
振
り
返
り
ま
す
。
そ
の
後
、
関
係
し
た
人
々
は
何
度

取
り
調
べ
を
受
け
て
も
「
銅
像
の
こ
と
は
知
ら
な
い
」

と
主
張
し
続
け
、
恩
人
を
守
り
通
し
ま
し
た
。

そ
し
て
敗
戦
を
迎
え
、
眠
り
続
け
た
ド
ー
ル
ン
像
は

昭
和
21
年
（
１
９
４
６
）
に
掘
り
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。

作
業
を
し
た
人
た
ち
は
「
ド
ー
ル
ン
先
生
は
骨
に
な
ら

な
い
で
生
き
て
い
た
」
と
大
喜
び
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま

す
。
こ
う
し
て
再
び
猪
苗
代
湖
畔
に
立
っ
た
ド
ー
ル

ン
は
、
自
ら
の
事
業
を
永
遠
に
見
渡
す
こ
と
と
な
っ
た

和
54
年
（
１
９
７
９
）、
郡
山
市
は
温
か
い
市
民
の
募
金

に
よ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
に
、
無
縁

仏
寸
前
の
状
態
だ
っ
た
フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
の
墓
碑
を

再
建
し
ま
し
た
。
ド
ー
ル
ン
が
安
積
原
野
の
地
を
踏

ん
で
一
世
紀
後
、
郡
山
と
オ
ラ
ン
ダ
の
交
流
が
広
が
っ

た
の
で
す
。
さ
ら
に
郡
山
市
は
、
昨
年
９
月
、
21
世
紀

以
降
の
新
た
な
友
好
の
あ
か
し
に
、
ド
ー
ル
ン
の
生
誕

地
で
あ
る
ブ
ル
メ
ン
市
が
建
立
し
た
記
念
碑
の
除
幕

式
に
出
席
し
ま
し
た
。
そ
し
て
い
ま
、
安
積
疏
水
開
削

の
礎
と
な
っ
た
十
六
橋
水
門
は
、
そ
の
歴
史
的
景
観
を

と
ど
め
よ
う
と
、
改
修
・
整
備
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
地
を
潤
し
、
工
業
用
水
、
生
活
用
水
と
し
て
も
使

わ
れ
る
安
積
疏
水
は
、
い
ま
の
郡
山
を
築
き
上
げ
た
源

流
で
す
。
こ
の
目
ざ
ま
し
い
発
展
も
、
国
際
交
流
の
広

の
で
す
。

■
時
を
超
え
国
を
越
え
た
信
頼
関
係
を

厳
し
い
戦
時
下
に
あ
っ
て
、
つ
い
に
守
り
抜
か
れ
た

銅
像
―
―
。
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
の
は
、
安
積
原
野
を

真
に
切
り
拓
い
た
農
民
一
人
ひ
と
り
の
誇
り
と
、
恩
人

へ
の
厚
い
感
謝
の
想
い
で
し
た
。

そ
の
想
い
が
、
恩
人
を
砲
弾
に
変
え
る
の
を
防
ぎ
、

国
と
国
を
結
ぶ
架
け
橋
へ
と
広
が
り
ま
し
た
。
日
本

で
の
ド
ー
ル
ン
の
功
績
と
、
そ
の
銅
像
に
ま
つ
わ
る
秘

話
が
オ
ラ
ン
ダ
国
王
に
も
伝
わ
り
、
ほ
と
ん
ど
地
元
で

は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ド
ー
ル
ン
の
名
が
、
オ
ラ
ン

ダ
国
内
で
も
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。
昭

が
り
も
、「
戦
争
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
な
か
っ
た
大
切

な
心
」
が
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
、
忘
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
し
ょ
う
。
フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
像
の
足
元
を
よ

く
見
る
と
、
そ
こ
に
は
セ
メ
ン
ト
で
補
強
し
た
傷
跡
が

あ
り
ま
す
。「
こ
の
足
は
、
銅
像
を
隠
す
た
め
に
台
座

か
ら
は
ず
し
た
時
に
壊
れ
た
の
で
す
」
と
、
遠
藤
さ
ん

は
話
し
ま
す
。
ド
ー
ル
ン
と
農
民
を
強
い
絆

き
ず
な

で
結
ん

だ
銅
像
の
生
々
し
い
傷
跡
は
、
戦
火
を
乗
り
越
え
た
熱

い
心
の
あ
か
し
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
日
で
は
、
オ
ラ
ン

ダ
と
の
強
い
絆
の
あ
か
し
と
な
り
ま
し
た
。
二
度
と

像
が
は
ず
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
国
を
越
え
た
か
け
が
え

の
な
い
信
頼
を
築
き
上
げ
て
ほ
し
い
―
―
ド
ー
ル
ン

の
像
は
、
わ
た
し
た
ち
に
、
そ
う
語
り
か
け
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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安積地方へ取水する上
じょう

戸
こ

取水口の
前で往時を語る遠藤さん。「疏水
が整備されるにつれ、開墾地の畑
地は水田へと変わり、かんがい面
積が増加していきました」

現在の十六橋水門。その歴史的景観をとどめようと、改
修・整備が図られています

郡山市は昨年９月、姉妹都市のオランダ・ブル
メン市が21世紀以降の新たな友好のあかしに
建立した記念碑の除幕式に出席しました

安積疏水の分水路（郡山市熱海町）。疏水によ
り農工業用水から生活用水まで確保された郡
山地方は、その後大きく発展しました

安積疏水完成時につくられた人工の滝「麓山
の飛

ひ

瀑
ばく

」。単なる観賞用ではなく、製糸業の
動力源として利用するために造られました。
現在もその形をとどめ（写真下）、今年３月
に、学術上貴重な近代建造物の保護を目的
とした登録有形文化財に選定されました


