
ブラックダイヤと５つの物語

鉄
鋼
業
に
欠
か
せ
な
い

「
水
」を
送
る
ポ
ン
プ
室

　

遠
賀
川
水
源
地
ポ
ン
プ
室
は
、
官
営

八
幡
製
鐵
所
の
施
設
と
し
て
、
明
治
43

（
１
９
１
０
）年
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
、
製
鐵
所
の
鉄
鋼
業
は
国
が
進

め
る
近
代
化
の
柱
と
し
て
重
要
視
さ

れ
、
鉄
鋼
の
生
産
量
を
２
倍
に
す
る
計

画
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
計
画
に
欠
か

せ
な
い
の
が「
水
」。
そ
の
水
を
遠
賀
川

か
ら
製
鐵
所
ま
で
供
給
し
続
け
て
い
る

１
０
０
年
以
上
稼
働
す
る
ポ
ン
プ
室

【
中
間
市
】遠
賀
川
水
源
地
ポ
ン
プ
室

●
と
こ
ろ　
中
間
市
土
手
ノ
内

23施設で１つの世界遺産
　極めて短期間のうちに急速な
近代化を遂げた日本。その近代
化の過程を示す重要な産業遺産
群として、長崎県の端島炭坑（軍
艦島）や山口県の松下村塾など、
８県に点在する23施設が「明治
日本の産業革命遺産　製鉄・製
鋼、造船、石炭産業」として、世
界遺産に登録されました。

稼働施設の登録は日本初
　中間市の遠賀川水源地ポンプ
室は、その23の施設に含まれて
います。現在も稼働している施設
が世界遺産に登録されるのは、日
本では初めてのことです。

明治日本の産業革命遺産
製鉄・製鋼、造船、石炭産業

　
今
月
の
特
集
記
事
で
は
、
遠
賀
・
中
間
１
市
４
町
の
文
化
遺

産
を
紹
介
。
こ
の
地
域
が
日
本
の
近
代
化
に
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
き
た
の
か
を
伝
え
ま
す
。

　
黒
い
ダ
イ
ヤ
と
も
い
わ
れ
た
石
炭
。
か
つ
て
筑
豊
地
方
か
ら

遠
賀
・
中
間
地
域
に
か
け
て
は
、
石
炭
の
一
大
産
地
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
官
営
八
幡
製せ

い
て
つ
し
ょ

鐵
所
の
誘
致
」「
遠
賀
川
と
堀
川
の
水
運
の
盛

衰
」「
鉄
道
の
発
達
」と
い
う
私
た
ち
が
住
む
地
域
で
起
き
た
出

来
事
を
、
そ
の「
石
炭
」と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
結
び
付
け
、

５
つ
の
物
語
に
し
ま
し
た
。

江戸時代明治時代
1900 1890 1880 1870 1860

世界遺産に登録
平成27年７月５日

上）新日鐵住金㈱八幡製鐵所まで、毎日12万
トンの水を送っている鉄管道路

下）ヘイソーン・デビー社製の蒸気エンジン
ポンプ。ポンプの高さは地上５m、地下
２mにもなる

左）世界文化遺産に登録された構成資産の一
つ、遠賀川水源地ポンプ室（写真提供：
新日鐵住金㈱八幡製鐵所）
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遠賀・中間１市４町合同企画

の
が
、
こ
の
施
設
で
す
。

「
水
」と「
石
炭
」が

ポ
ン
プ
室
建
設
の
決
め
手

　

20
世
紀
初
頭
、
鉄
の
需
要
が
高
ま
っ

て
い
く
中
、
製
鐵
所
は
事
業
拡
大
を
目

指
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
必
須
だ
っ

た
の
が
、
大
量
の
水
の
確
保
で
し
た
。

　

そ
こ
で
水
源
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の

が
遠
賀
川
。
遠
賀
川
は
、
古
く
か
ら「
氾

濫
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
渇
水
す
る

こ
と
は
な
い
」と
い
わ
れ
る
ほ
ど
豊
か

な
水
量
を
誇
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
問
題
は
遠
賀
川
か
ら
製
鐵

所
ま
で
の
約
11
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
及

ぶ
距
離
。
こ
れ
を
解
決
し
た
の
が
、
海

外
で
実
績
の
あ
っ
た
ヘ
イ
ソ
ー
ン
・
デ

ビ
ー
社
製（
イ
ギ
リ
ス
）の
蒸
気
エ
ン

ジ
ン
ポ
ン
プ
で
し
た
。
産
炭
地
で
あ
っ

た
中
間
市
に
は
、
そ
の
蒸
気
エ
ン
ジ
ン

ポ
ン
プ
を
動
か
す
た
め
に
必
要
な
石
炭

が
、
大
量
に
あ
り
ま
し
た
。

　
「
水
」と「
石
炭
」。
こ
の
２
つ
の
資
源

に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、
中
間
市
で

の
ポ
ン
プ
室
建
設
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

ブ
ラ
ッ
ク
ダ
イ
ヤ
が
紡
ぐ

国
の
産
業
発
展
の
歴
史

　

筑
豊
地
方
や
遠
賀
・
中
間
地
域
で
産

出
さ
れ
た
石
炭
は
、
重
要
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
源
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
石
炭
は
、
遠
賀
川
や
堀
川
を
利
用
し

た「
水
運
」や
鉄
道
を
利
用
し
た「
陸
運
」

で
運
搬
さ
れ
、
国
の
産
業
発
展
の
礎
と

な
っ
た
の
で
す
。

大正時代昭和時代
1940 1930 1920 1910
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つ
な
ぐ
堀
川
ル
ー
ト
の
水
運
も
活
発
に

な
り
ま
す
。

水
運
の
主
力
は

芦
屋
町
の
川
ひ
ら
た

　

明
治
時
代
に
な
り
、
石
炭
産
業
が
発

達
す
る
と
、
遠
賀
川
・
堀
川
流
域
を
行

き
交
う
川
ひ
ら
た
は
ま
す
ま
す
増
え
ま

し
た
。

　
明
治
30（
１
８
９
７
）年
ご
ろ
に
は
遠

賀
川
流
域
の
川
ひ
ら
た
は
約
７
千
艘
を

数
え
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
が
遠
賀
郡

内
の
川
ひ
ら
た
で
し
た
。
そ
の
中
で
も
、

芦
屋
町
の
川
ひ
ら
た
は
最
も
多
く
を
占

め
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
石
炭
輸
送
の
役
割
は
、
大

量
に
早
く
輸
送
が
で
き
る
鉄
道
に
徐
々

に
移
っ
て
い
く
も
の
の
、
川
ひ
ら
た
で

の
輸
送
も
昭
和
時
代
初
期
ま
で
続
き
ま

し
た
。

　

現
存
す
る
川
ひ
ら
た
は
２
艘
だ
け
だ

と
い
わ
れ
、
芦
屋
町
中
央
公
民
館
と
県

立
折
尾
高
校（
北
九
州
市
八
幡
西
区
）に

１
艘
ず
つ
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

浅
い
河
川
を
進
む
の
に

有
利
な
川
ひ
ら
た

　

川
ひ
ら
た
は
、
船
底
が
浅
く
平
ら
に

な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
の
川
船
で
す
。

海
で
使
わ
れ
る
船
は
、
波
を
切
っ
て
進

む
た
め
船
底
が
三
角
形
に
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
浅
い
河
川
で
使
わ
れ
る

船
に
は
、
底
が
つ
か
え
な
い
こ
の
形
状

が
適
し
て
い
る
の
で
す
。

芦
屋
港
や
若
松
港
へ
の

石
炭
運
搬
で
活
躍

　

古
代
か
ら
重
要
な
港
で
あ
っ
た
芦
屋

町
は
、
川
ひ
ら
た
を
使
っ
た
水
運
業
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

特
に
、
江
戸
時
代
後
期
以
降
、
筑
豊

炭
田
な
ど
の
石
炭
の
輸
送
手
段
と
し

て
、
川
ひ
ら
た
が
重
要
な
役
割
を
担
い

ま
す
。
川
ひ
ら
た
に
乗
せ
ら
れ
た
石
炭

は
、
遠
賀
川
を
下
っ
て
芦
屋
港
に
運
ば

れ
、
海
を
渡
る
沖
船
へ
と
積
み
出
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
若
松
港
か
ら
石
炭
を

積
み
出
す
た
め
、
遠
賀
川
と
洞
海
湾
を

遠
賀
川
を
行
き
交
っ
た
川
ひ
ら
た

筑
豊
炭
田
な
ど
の
石
炭
運
搬
に
使
わ
れ
た
川
ひ
ら
た
。
五
平
太
船
と
も
呼
ば
れ
、
最
盛

期
に
は
約
７
千
艘そ

う

の
船
が
遠
賀
川
や
堀
川
を
行
き
交
い
ま
し
た
。

上）芦屋町中央公民館に展示されている
現存する川ひらた。「ひらた船」という
名称で県指定文化財になっている

左）川ひらたを改造した船に乗り、芦屋見
物と船遊びをする香月町（現在の八幡
西区）の貝島大辻炭坑の職員

【
芦
屋
町
】川
ひ
ら
た

●
と
こ
ろ　
芦
屋
町
中
ノ
浜

ブラックダイヤと５つの物語

江戸時代明治時代
1900 1890 1880 1870 1860
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送
路
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
重
化
学
工
業
の

発
展
に
貢
献

　

石
炭
産
業
の
発
展
に
伴
い
、
堀
川
を

行
き
交
う
輸
送
船
は
急
速
に
増
加
。
明

治
時
代
に
な
る
と
輸
送
が
石
炭
採
掘
に

追
い
つ
か
な
く
な
り
、
明
治
24（
１
８

９
１
）年
に
は
、
若
松
～
直
方
間
に
開

通
し
た
筑
豊
興
業
鉄
道
で
の
輸
送
が
始

ま
り
ま
す
。

　
明
治
30（
１
８
９
７
）年
に
は
、
現
在

の
北
九
州
市
に
官
営
八
幡
製
鐵
所
が
誘

致
さ
れ
ま
し
た
。
製
鉄
に
必
要
な
石
炭

が
豊
富
に
あ
る
筑
豊
炭
田
が
控
え
、
水

運
や
鉄
道
で
の
高
い
輸
送
能
力
を
持
つ

立
地
が
注
目
さ
れ
て
の
こ
と
で
す
。

　

石
炭
輸
送
の
役
割
は
、
徐
々
に
鉄
道

に
移
っ
て
い
く
も
の
の
、
昭
和
時
代
初

期
ま
で
堀
川
の
水
運
は
活
躍
し
続
け
ま

し
た
。

　

江
戸
時
代
に
遠
賀
川
と
洞
海
湾
を
つ

な
い
だ
堀
川
。
そ
の
流
れ
は
、
日
本
の
重

化
学
工
業
の
発
展
に
貢
献
し
た
の
で
す
。

江
戸
時
代
か
ら

流
れ
続
け
る
運
河

　

堀
川
は
、
遠
賀
川
か
ら
分
か
れ
、
洞

海
湾
へ
注
ぐ
約
12
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
運

河
で
す
。
江
戸
時
代
初
期
に
遠
賀
川
洪

水
の
防
止
、
か
ん
が
い
用
水
の
確
保
、

物
資
の
流
通
を
目
的
と
し
て
開
削
が
計

画
さ
れ
ま
し
た
。

　

宝
暦
12（
１
７
６
２
）年
に
開
通
し
、

宝
暦
13（
１
７
６
３
）年
に
川
ひ
ら
た
が

堀
川
を
行
き
来
し
始
め
ま
す
。

石
炭
の
採
掘
が

変
え
た
役
割

　

当
初
は
、
１
日
平
均
５
艘そ

う

く
ら
い
の

船
が
、
藩
の
年
貢（
米
・
大
豆
）を
運
ん

で
い
る
程
度
で
し
た
が
、
特
産
物（
ハ

ゼ
の
実
・
ろ
う
・
菜
種
・
卵
）や
日
用

品
も
運
搬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。

　

江
戸
時
代
後
半
に
、
筑
豊
の
遠
賀
川

流
域
で
石
炭
が
採
掘
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
若
松
ま
で
石
炭
を
積
み
出
す
輸

日
本
の
近
代
化
を
支
え
た
水
運

遠
賀
川
か
ら
洞
海
湾
ま
で
の
水
運
を
可
能
に
し
た
堀
川
は
、
地
域
の
石
炭
産
業
を
活
性

化
さ
せ
、
そ
れ
が
官
営
八
幡
製
鐵
所
の
誘
致
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

上）明治時代中期の水巻町吉田付近。堀
川に多くの川ひらたが付けられている

左）大正時代の河守神社前（水巻町吉田
東）の堀川。川ひらたが帆を揚げる
のは珍しい

【
水
巻
町
】堀
川

●
と
こ
ろ　
水
巻
町
吉
田
東
～
水
巻
町
吉
田
団
地

遠賀・中間１市４町合同企画

大正時代昭和時代
1940 1930 1920 1910
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ブラックダイヤと５つの物語

江戸時代明治時代
1900 1890 1880 1870 1860

越
え
て
赤
間
駅（
宗
像
市
）に
抜
け
て
い

た
の
で
す
。
急
勾
配
の
区
間
で
は
、
列

車
の
前
後
を
補
助
機
関
車
で
支
援
す
る

こ
と
で
、
何
と
か
通
過
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
後
、
城
山
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
し
、

勾
配
の
緩
い
路
線
へ
変
更
さ
れ
た
の
で

す
。

今
も
路
線
の
か
た
わ
ら
に

た
た
ず
む
美
し
い
橋
梁

　

そ
の
当
時
の
風
景
が
残
る
場
所
が
、

岡
垣
町
海
老
津
に
あ
る
赤
レ
ン
ガ
ア
ー

チ
で
す
。
現
在
の
路
線
が
で
き
る
前
の

旧
路
線
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
遠

賀
川
駅
～
赤
間
駅
間
が
開
通
し
た
と
き

に
、
ド
イ
ツ
人
技
師
が
イ
ギ
リ
ス
式
の

設
計
で
造
っ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
こ
ろ
の
橋
梁
に
は
、
簡
単
に
手

に
入
り
、
外
観
が
美
し
い
素
材
と
し
て
、

レ
ン
ガ
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

道
路
と
立
体
交
差
に
な
っ
て
い
た
レ
ン

ガ
造
り
の
美
し
い
ア
ー
チ
は
、
今
も
明

治
文
化
の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。

汽
車
は
海
岸
寄
り
を

走
る
予
定
だ
っ
た

　
石
炭
産
業
の
発
展
を
受
け
、
石
炭
輸
送

は
大
量
に
早
く
輸
送
で
き
る
鉄
道
へ
と

移
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代

の
流
れ
を
受
け
、明
治
23（
１
８
９
０
）年�

に
遠
賀
川
駅
～
赤
間
駅
間
の
鉄
道
路
線

が
開
通
し
ま
す
。

　

初
め
の
予
定
で
は
、
現
在
よ
り
も
海

岸
寄
り
を
通
る
は
ず
だ
っ
た
こ
の
路

線
。
し
か
し
、
陸
軍
の
命
令
で
、
海
か

ら
攻
撃
さ
れ
に
く
い
位
置
へ
と
変
更
さ

れ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
内
陸
部
に
遠
賀

川
駅
が
建
設
さ
れ
、
岡
垣
町
の
山
あ
い

を
抜
け
る
現
在
の
路
線
の
原
型
が
で
き

た
の
で
す
。

開
通
し
た
路
線
に
は

急
勾
配
の
難
所
が
あ
っ
た

　

実
は
、
こ
の
と
き
の
路
線
は
現
在
よ

り
も
南
側
を
通
っ
て
い
ま
し
た
。
岡
垣

町
と
宗
像
市
の
境
界
に
あ
る
城
山
峠
を

旧
路
線
の
軌
跡
を
残
す
美
し
い
ア
ー
チ

遠
賀
郡
内
に
初
め
て
鉄
道
が
通
っ
た
明
治
時
代
後
期
。
そ
の
こ
ろ
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ

と
が
で
き
る
橋
き
ょ
う
り
ょ
う
梁
が
、
今
も
な
お
鉄
道
の
往
来
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。

【
岡
垣
町
】赤
レ
ン
ガ
ア
ー
チ

上）美しいアーチを描く、レンガ造り
の橋梁（岡垣町指定文化財）

左）赤レンガアーチに代わり現在も鉄
道の往来を支えるレンガ造りのト
ンネル

●
と
こ
ろ　
岡
垣
町
海
老
津
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遠賀・中間１市４町合同企画

大正時代昭和時代
1940 1930 1920 1910

し
た
。

　

し
か
し
、
米
軍
芦
屋
基
地
へ
の
物
資

輸
送
な
ど
を
行
う
路
線
が
必
要
と
な
り
、

昭
和
22（
１
９
４
７
）年
に
再
び
遠
賀
川

駅
と
芦
屋
が
結
ば
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、

国
鉄
芦
屋
線
で
す
。
昭
和
25（
１
９
５

０
）年
に
は
一
般
旅
客
を
乗
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
路
線
も
米
軍

芦
屋
基
地
が
返
還
さ
れ
た
昭
和
36（
１

９
６
１
）年
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

今
も
残
る
廃
線
跡

追
憶
の
国
鉄
室
木
線

　

国
鉄
室
木
線
は
、
明
治
41（
１
９
０

８
）年
か
ら
昭
和
60（
１
９
８
５
）年
ま

で
、
遠
賀
川
駅
か
ら
鞍
手
町
の
室
木
駅

ま
で
を
結
ん
で
い
ま
し
た
。

　

石
炭
運
搬
の
役
割
を
終
え
た
後
も
、

通
勤
や
通
学
に
利
用
さ
れ
、
新
幹
線
建

設
の
た
め
の
資
材
を
運
搬
す
る
路
線
と

し
て
も
活
躍
し
ま
し
た
。
今
で
も
、
遠

賀
川
駅
付
近
で
は
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク

な
姿
を
残
す
廃
線
跡
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

遠
賀
町
誕
生
に
強
い
影
響
を

与
え
た
石
炭
産
業

　

明
治
時
代
初
期
か
ら
日
本
の
産
業
発

展
に
貢
献
し
て
き
た
筑
豊
炭
田
。
そ
の

石
炭
産
業
の
黄
金
時
代
に
遠
賀
川
駅
は

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

　

遠
賀
川
駅
は
、
国
鉄
室
木
線
な
ど
石

炭
運
搬
を
主
な
目
的
と
す
る
路
線
が
接

続
す
る
基
幹
駅
だ
っ
た
の
で
す
。

　

石
炭
産
業
の
発
展
と
鉄
道
開
通
で
の

人
口
の
急
激
な
増
加
は
、
遠
賀
村
か
ら

の
町
制
施
行
を
実
現
さ
せ
ま
し
た
。

開
通
と
廃
止
を
繰
り
返
し
た

芦
屋
と
の
路
線

　

遠
賀
川
駅
か
ら
芦
屋
ま
で
を
つ
な
い

だ
の
が
、
芦
屋
軽
便
鉄
道
の
路
線
で
す
。

大
正
４（
１
９
１
５
）年
に
開
業
し
た
芦

屋
軽
便
鉄
道
で
し
た
が
、
芦
屋
港
か
ら

若
松
港
へ
と
石
炭
積
み
出
し
の
主
力
基

地
の
役
割
が
移
っ
た
こ
と
な
ど
で
、
石

炭
運
搬
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

昭
和
６（
１
９
３
１
）年
に
廃
止
さ
れ
ま

石
炭
産
業
と
共
に
歩
ん
だ
基
幹
駅

石
炭
産
業
の
黄
金
時
代
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
遠
賀
川
駅
。

基
幹
駅
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
路
線
を
つ
な
げ
て
い
た
の
で
す
。

上）遠賀川駅を発着していた8620 形
の蒸気機関車。活躍していた当
時の姿のまま遠賀総合運動公園
に展示されている

左）手前の橋梁が室木線跡。奥は鹿
児島本線下り

【
遠
賀
町
】遠
賀
川
駅

●
と
こ
ろ　
遠
賀
町
遠
賀
川
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