
あ
と
が
き

名
古
屋
市
北
区
に
一
見
す
る
と
川
の
よ
う
な
流
れ
が
あ
り
、

こ
れ
を
黒
川
と
い
う
。
嘗
て
工
場
や
家
庭
か
ら
の
排
水
等
の
流

入
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
汚
泥
の
よ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
で
黒

川
と
い
う
の
だ
と
思
っ
て
い
た
人
が
多
か
っ
た
の
は
無
理
の
な

い
話
で
あ
る
。

実
は
「
黒
川
」
と
は
こ
の
掘
削
工
事
の
責
任
者
で
あ
っ
た
愛

知
県
の
黒
川
治
愿
の
功
績
を
讃
え
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。た

だ
し
、
黒
川
氏
が
ど
の
よ
う
な
人
か
判
然
と
し
な
か
っ
た
。

私
は
、
尾
張
藩
の
裏
木
曽
山
林
に
つ
い
て
興
味
を
抱
い
て
い

て
、
切
り
出
し
た
檜
な
ど
を
木
曽
川
河
口
に
送
る
こ
と
に
も
関

心
が
あ
っ
た
。

海
部
郡
立
田
村
（
愛
西
市
）
の
伊
藤
義
夫
氏
は
「
立
田
村
史
」

編
纂
委
員
で
木
曽
川
輪
中
の
造
詣
が
深
い
と
紹
介
さ
れ
、
木
曽

の
筏
流
し
を
聞
く
た
め
、
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
）
に
訪
問

し
た
際
に
「
黒
川
を
開
削
し
た
黒
川
氏
が
、
立
田
村
の
排
水
工

事
に
従
事
さ
れ
、
顕
彰
さ
れ
た
碑
も
あ
る
と
話
さ
れ
た
。

弥
富
町
の
稲
塚
勝
氏
も
詳
し
い
と
紹
介
さ
れ
た
。
弥
富
町
に

も
黒
川
氏
の
碑
が
あ
り
、
お
二
人
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
碑
文
」

を
送
っ
て
頂
い
た
。
お
二
人
の
話
か
ら
は
、
黒
川
氏
の
碑
は
春

日
井
に
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
黒
川
治
愿
」
を
調
べ
る
と
多
く
の
資
料
が
出
て
き
た
。

先
ず
、
春
日
井
市
の
朝
宮
公
園
近
く
に
碑
が
在
る
と
の
こ
と

を
知
り
写
真
を
写
し
に
行
っ
た
が
、
碑
文
を
読
み
取
れ
る
写
真

は
撮
せ
な
か
っ
た
。
春
日
井
市
在
住
の
旧
友
柴
田
利
夫
氏
に
朝

宮
の
碑
文
に
つ
い
て
話
を
聞
く
と
、
黒
川
氏
の
子
孫
を
知
っ
て

い
る
と
い
わ
れ
た
の
で
、
紹
介
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

黒
川
祐
作
氏
か
ら
私
家
本
「
治
水
の
愛
知
縣
十
年
」
（
昭
和

二
十
七
年
発
刊
）
を
、
お
借
り
し
て
コ
ピ
ー
の
許
し
を
得
た
。

「
治
水
の
愛
知
縣
十
年
」
は
、
も
っ
と
も
詳
し
い
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
外
に
追
加
す
る
資
料
が
あ
る
と
考
え
、
「
黒
川
治

愿
」
と
い
う
名
前
の
出
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
採
集
し
て
、
其

れ
を
収
録
し
よ
う
と
思
い
本
書
執
筆
の
動
機
に
な
っ
た
。

黒
川
氏
の
各
種
工
事
の
施
工
後
、
時
代
の
流
れ
に
即
し
た
工

法
に
よ
る
工
事
が
追
加
施
工
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
特
に
、
こ
こ
に
加
え
な
か
っ
た
。

浦
野
利
雄



追
記

叔
父
の
浦
野
利
雄
は
黒
川
治
愿
を
た
た
え
る
石
碑
や
功
績
に

つ
い
て
長
年
調
査
し
、
出
版
に
向
け
て
パ
ソ
コ
ン
に
打
ち
込
ん

で
い
ま
し
た
。
石
碑
の
多
く
は
漢
文
で
難
し
く
な
か
な
か
思
う

よ
う
に
進
ま
な
い
様
子
で
し
た
。
途
中
体
調
を
く
ず
し
中
断
し

た
期
間
も
あ
り
、
原
稿
の
校
正
途
中
の
令
和
二
年
五
月
に
急
逝

い
た
し
ま
し
た
。

後
日
、
命
日
が
黒
川
治
愿
と
同
じ
日
と
気
付
き
運
命
を
感
じ

ま
し
た
。

そ
の
後
、
石
碑
調
査
や
校
正
を
数
年
前
か
ら
手
伝
っ
て
い
た

だ
い
た
方
々
と
「
黒
川
治
愿
顕
彰
会
」
の
名
で
令
和
二
年
度
愛

銀
教
育
文
化
財
団
の
助
成
を
頂
き
、
刊
行
出
来
る
こ
と
に
な
り

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
黒
川
治
愿
顕
彰
会
」
代
表

山
﨑
久
美
子

黒
川
治
愿
は
「
治
水
の
研
修
」
を
何
時
、
何
処
で
受

け
た
の
か
、
い
ろ
い
ろ
調
査
し
て
も
資
料
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
唯
、
同
じ
佐
波
村
に
天
保
十

三
年
（
一
八
四
二
）
生
ま
れ
の
人
物
「
山
田
省
三
郎
」

の
存
在
が
気
に
な
っ
た
。
経
歴
は
十
三
歳
で
家
督
を
つ

ぎ
、
名
主
庄
屋
役
、
加
納
藩
の
堤
防
取
締
役
を
任
じ
ら

れ
、
岐
阜
の
治
水
に
貢
献
し
た
人
で
あ
る
。

黒
川
治
愿
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
生
ま
れ
で

五
歳
年
下
で
あ
り
、
同
じ
く
木
蘇
大
夢
の
門
下
生
と

な
っ
て
い
る
。
父
の
川
瀬
文
博
は
庄
屋
を
し
て
お
り
、

同
じ
村
役
の
同
輩
と
し
て
の
関
係
も
あ
り
、
ま
た

治

愿
も

色
々
な
面
に
お
い
て
薫
陶
を
う
け
た
と
推

察
し
た
い
が
、
謎
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

ま
た
、
本
会
発
起
人
で
あ
る
故
浦
野
利
雄
氏
が
、
本

誌
編
纂
の
契
機
と
な
っ
た
名
古
屋
市
北
区
の
黒
川
水

路
の
掘
削
工
事
に
黒
川
治
愿
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た

か
の
詳
細
の
記
録
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
も
多
い
に

心
残
り
で
あ
る
。
現
在
の
地
下
鉄
「
黒
川
」
の
駅
名
も
、

元
を
正
せ
ば
、
彼
の
功
績
に
由
来
す
る
こ
と
を
、
後

世
に
伝
え
て
い
き
た
い
。

文
責
・
神
野
卓
三



             黒川治愿石碑集 

 

碑番 名称 場所 資料 頁
1 明治用水開削碑 安城市浜屋町 西新切 明治用水　資料編 18

2 三郡輪中治水碑 岡崎市久後崎町安具下 新編岡崎市史　近代　ｐ157 26

3 北濱悪水路開削碑 西尾市桜木町７丁目 三河金石文字集　p56 36

4 小草池新築碑 西尾市家武町小草３ 三河金石文字集　p31 38

5 占部用水碑 岡崎市正名町中之切 治水の愛知縣十年　ｐ35 40

6 菱池碑 幸田町大字菱池字菱池 幸田町史　資料編２　近代　p590 42

7 高橋用水碑 岡崎市高橋町郷北 碑は語る　岡崎平野の治水と農業　ｐ47 44

8 福岡町治水碑 岡崎市福岡町荒追 治水の愛知縣十年　ｐ41 46

9 矢作川修理西提碑銘 岡崎市北野町字東山 矢作町誌　ｐ443 48

10・１ 新木津川用水改修碑 春日井市高山町２丁目 木津用水史　ｐ658 60

10・２　 旧碑➡供出 同一場所 新篠岡百話　第二集　p90 54

11 故堀尾茂助君碑 春日井市関田町３丁目 春日井市史　資料編　p528 62

12 入鹿再築碑 犬山市喜六屋敷 入鹿池史（入鹿用水誌）　ｐ1219 65

13 味鋺原新田改修記念碑 春日井市二子町２丁目 木津用水史　ｐ687 69

14 上條新田開拓碑 春日井市鳥居松町３丁目 木津用水史　ｐ689 71

15・１ 黒川治愿遣沢之碑 春日井市御幸町３丁目 木津用水史　ｐ690 73

15・２ 報徳碑 同一場所 春日井の近代史話　p31 73

16 郷瀬川改修碑 犬山市塔野地北１丁目 郷瀬川悪水普通水利組合沿革誌　ｐ81 75

17 修理洗堰碑 名古屋市西区山田町大字大野木 庄内川流域史　ｐ291 79

18 増穿鵜戸川碑 愛西市新右衛門新田町郷前 新編立田村史　ｐ211 84

19 黒川治愿功徳碑 弥富市五明３－３５５ 弥富町誌　資料編１　　ｐ185 90

20 故黒川治愿君之碑 名古屋市千種区平和公園 愛知縣金石文集　上　p837 97

21 黒川治愿墓碑 岐阜市柳津町上佐波 黒川治愿・川瀬元九郎の生涯と業績 107

番外ー１ 堀川堀留跡の碑 名古屋市中区三の丸１ 105

番外ー２ ”黒川は” 名古屋市北区田幡２ 106

付記 黒川治愿関係碑集 （県内の石碑所在地）
これらは 黒川耕作「治水の愛知縣十年」私家本、山本一彦「明治初期の愛知県土木事情と黒川治

愿」土木史研究第十一号、川瀬治通「黒川治愿・川瀬元九郎の生涯と業績」私家本、等をもとにした。
石碑文を主に編集して、紙数の都合で全石碑の訳文は割愛した。なお「黒川」の二碑の設置時期が昭
和以降のため番外にした。昭和 4 4 年（１９６９）黒川は 一級河川「堀川」に指定されたが、通称
として黒川樋門と朝日橋の間が「黒川」と呼ばれている。多くの方々にご指導を頂き完成したことを
最後に「感謝」の言葉として記します。

石碑は神野卓三・石黑光が撮影した。
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