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江塚勝馬（磐田市向笠出身）

磐田用水水利組合主事に三顧の礼で

迎えられる。磐田用水実現に向けて

最も困難な仕事を背負い、20 年間、

組合のために尽力。

大橋亦兵衛（磐田市小立野出身）

磐田用水の実現に際して県議会議長と

して尽力。平野睦則、石川類平、岡

本保次、相場彰太郎らと磐田用水期

成同盟会を設立する。

鈴木信一（浜松市和田町出身）

金原明善の片腕として数々の仕事に

従事。明善亡き後、金原治山治水財

団理事長として活躍。磐田用水へは

地元負担分全額寄付の美挙。

金原明善（浜松市安間出身）

突出した財界人でありながら無私無

欲、一生を天竜川の治山治水に捧げ

た不世出の巨星。彼の遺徳は磐田用

水に多大な恩恵を与えた。

竹山祐太郎（磐田市見付出身）

農商務省時代、磐田用水を指導。後

に静岡県知事として天竜川総合開発

事業の実現など、静岡県の治水・利

水に大きな足跡を残す。
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足立孫六（菊川市丹野出身）

周智郡長として明治期の社山疏水工

事の実現を主導。工事中止後も殖産

興業、特に道路建設に尽力。「道路

郡長」とも呼ばれた。

現在の磐田用水

鈴木正一（磐田市豊田出身）

富岡村長、県信連理事、県議会議員、

寺谷用水組合管理者を歴任。磐田用

水土地改良区連合初代理事長として

10 年にわたり活躍。
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平
野
の
く
ぼ
ん
だ
部
分
は
沼
や
湖
と
し
て

残
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
（
潟せ

き

湖こ

）。

図
１
は
奈
良
時
代
の
地
形
の
推
定
図
で

す
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
江
戸
時
代

中
期
の
古
図
に
も
ほ
ぼ
同
じ
潟せ

き

湖こ

が
描
か

れ
て
い
ま
す
（
図
２
）。
旧
浅
羽
町
に
は
、

江
戸
時
代
中
期
ま
で
広
大
な
潟
湖
が
残
っ

て
い
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
馬
伏
塚
城
、
岡
崎
城
、
横
須

賀
城
と
も
周
辺
は
湖
に
取
り
囲
ま
れ
て
お

り
、
充
分
に
城
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

と
い
う
わ
け
な
の
で
す
。

極
端
な
低
平
地

海
が
残
る
く
ら
い
で
す
か
ら
こ
の
平
野

は
極
め
て
平
坦
で
す
（
正
確
に
言
え
ば
、

す
り
鉢ば

ち

状
に
凹
ん
で
い
る
）。
雨
が
降
る

た
び
、
川
は
流
れ
を
変
え
、
濁だ

く

流り
ゅ
うと

な
っ

て
平
野
の
あ
ち
こ
ち
を
乱
流
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
袋
井
市
に
入
っ
て
か
ら
の
原

野
谷
川
の
勾
配
は
約
一
五
〇
〇
分
の
一
＊
。

一
・
五
ｋ
ｍ
く
だ
っ
て
よ
う
や
く
一
ｍ
下

が
る
と
い
う
緩
や
か
さ
で
す
。

図
１
の
原
野
谷
川
と
太
田
川
は
現
在
の

流
路
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
両
河
川

と
も
土
地
が
平
ら
で
あ
る
ゆ
え
に
著
し
く

蛇だ

行こ
う

し
て
い
た
の
で
す
。

宝ほ
う

永え
い

地
震
（
一
七
〇
七
年
）
や
安
政
東

海
地
震
（
一
八
五
四
年
）
で
地
盤
が
隆り

ゅ
う
き起

馬
伏
塚
城
の
謎

馬ま
む
し
づ
か

伏
塚
城
（
袋
井
市
浅
名
）
は
徳
川
家

康
が
武
田
軍
の
高た

か
て
ん
じ
ん

天
神
城
（
掛
川
市
下
土

方
）
を
攻
め
る
際
に
、
岡
崎
城
、
横
須
賀

城
な
ど
と
と
も
に
重
要
な
役
目
を
果
た
し

た
城
で
す
。

戦
国
時
代
は
山
城
が
普
通
で
あ
り
、
高

天
神
城
も
一
三
〇
ｍ
を
超
え
る
険
し
い
山

の
上
に
築
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
岡

崎
城
、
横
須
賀
城
と
も
標
高
二
、三
〇
ｍ

の
平
城
、
馬
伏
塚
城
跡
に
い
た
っ
て
は

一
〇
ｍ
程
度
の
小
さ
な
丘
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
平
坦
な
地
に

城
が
築
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
訳
は
、
六
千
年
前
の
こ
の
平
野
の

地
形
に
由
来
し
ま
す
。
縄
文
時
代
に
は
海

面
が
今
よ
り
五
メ
ー
ト
ル
程
高
く
、
平
野

の
ほ
ぼ
全
域
、
掛
川
市
あ
た
り
ま
で
が
海

の
底
で
し
た
。
そ
し
て
弥
生
時
代
に
な
る

と
徐
々
に
海
面
が
下
が
り
、
陸
地
は
広
が

り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
海
岸
近
く
に
川
か
ら
の
土

砂
が
積
も
る
な
ど
し
て
砂
丘
が
で
き
る
と
、

に
昭
和
時
代
ま
で
洪
水
や
田
の
悪
水
に
悩

ま
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
す
。

致
命
的
な
水
不
足

一
方
、
洪
水
や
悪
水
と
矛
盾
す
る
よ
う

で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
磐
南
平
野
は
水
不

足
に
苦
し
ん
で
き
た
地
域
で
も
あ
っ
た
の

で
す
。

こ
れ
は
太
田
川

や
原
野
谷
川
（
と

も
に
二
級
河
川
）

の
水
量
の
少
な
さ

に
起
因
し
ま
す
。

通
常
、
水
田
が
川

か
ら
安
定
し
た
流

量
を
得
る
た
め
に

は
そ
の
水
田
面
積

の
一
〇
～
二
〇
倍

程
度
の
流
域
面
積

が
必
要
だ
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

太
田
川
水
系
（
原
野
谷
川
含
む
）
の

水
を
引
い
て
い
た
水
田
の
総
面
積
は
約

一
万
五
千
ｈ
ａ
。
対
し
て
同
水
系
の
流
域

面
積
は
約
四
万
九
千
ｈ
ａ
。
わ
ず
か
三
・

三
倍
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

村
々
は
川
か
ら
次
々
に
水
路
を
引
い
て
、

競
う
よ
う
に
水
田
を
増
や
し
ま
す
。
水
路

は
増
え
に
増
え
、
江
戸
時
代
の
後
半
に
は

三
〇
ヶ
所
の
取
り
入
れ
口
が
ひ
し
め
き
合

し
、
潟
湖
は
よ
う
や
く
姿
を
消
し
ま
す
が

（
磐
田
駅
南
の
「
大
池
」
は
現
存
）、
地
形

そ
の
も
の
は
太
古
の
ま
ま
で
あ
り
、
昔
水

域
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
今
も
海
抜
〇
～
一

ｍ
の
ま
ま
な
の
で
す
。

こ
う
い
う
地
形
の
大
地
に
大
雨
が
降

る
と
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
言
う
ま

で
も
な
く
水
浸
し
で
す
。
普
段
で
も
田

の
悪あ

く

水す
い

（
排
水
）
に
悩
ま
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

今
之
浦
湖
の
跡
地
（
磐

田
市
）
は
「
十
年
一
作
」

（
十
年
に
一
度
し
か
収
穫

で
き
な
い
）
と
言
わ
れ

る
ほ
ど
の
劣
悪
な
湿
田

で
し
た
。
あ
ま
り
の
ひ

ど
さ
に
、
六
貫
野
と
い

う
村
は
六
貫
文
を
つ
け

て
土
地
を
与
え
た
の
が

由
来
だ
そ
う
で
す
。

「
新に

い
け池 

彦
島 

松
袋
井

雨
が
三
粒 

降
り
ゃ
花

は
な
い
か
だ筏 

」

江
戸
末
期
、
赤
貧
の
極
み
に
あ
っ
た
三

つ
の
村
を
詠よ

ん
だ
唄
で
す
。
花は

な
い
か
だ筏
と
は
花

が
筏
の
よ
う
に
川
面
に
浮
き
流
さ
れ
る
こ

と
。
少
し
の
雨
で
も
田
植
え
前
の
苗
が
流

さ
れ
た
り
、
洪
水
で
収
穫
近
い
稲
が
や
ら

れ
た
り
す
る
こ
と
も
度
々
で
し
た
。

磐
南
平
野
の
下
流
は
、
ほ
ぼ
全
域
が
実
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図2：1686年＜江戸時代＞に描かれた古図出典：農林水産省ホームページ

馬伏塚城跡

図1：奈良時代の地形の想像図（参考：浅羽郷土資料館・近藤記念館のパネル）
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う
と
い
う
事
態
に
い
た
る
の
で
す
。
水
争

い
も
凄す

さ

ま
じ
く
、
こ
の
地
方
に
は
お
び
た

だ
し
い
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
江
戸
で
の

裁
判
に
な
っ
た
例
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

少
な
い
水
を
求
め
て
村
同
士
が
争
い
あ
う
。

こ
の
水
地
獄
と
も
言
う
べ
き
深
刻
な
事
態

は
数
百
年
も
続
い
た
の
で
す
。

極
端
な
低
平
地
と
川
の
水
量
の
少
な
さ
。

こ
の
二
つ
が
磐
南
平
野
の
地
形
的
な
宿
命

で
し
た
。

県
下
一
の
水
田
王
国

さ
て
、
現
在
の
袋
井
市
、
磐
田
市
は
下

の
表
が
示
す
よ
う
に
、
静
岡
県
を
代
表
す

る
穀
倉
地
帯
で
す
（
周
智
郡
森
町
も
水
田

率
五
〇
・
二
％
）。

ま
さ
に
奇
跡
の
進
展
ぶ
り
で
す
。

い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
、
先
人
た
ち
は

こ
の
地
形
的
宿
命
を
克
服
し
て
き
た
の

で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
に
い
た
る
に
は
人
と
大
地
と
の
凄

ま
じ
い
闘
い
、
何

世
紀
に
も
及
ぶ

壮
大
な
ド
ラ
マ
が

あ
っ
た
の
で
す
。

＊
袋
井
市
愛
野
地
点
に
お
け

る
原
野
谷
川
の
標
高
は
約
九

ｍ
。
同
地
点
か
ら
河
口
ま
で

の
距
離
は
約
一
三
、
九
〇
〇

ｍ
。
し
た
が
っ
て
勾
配
は
約

一
五
四
〇
分
の
一
。
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小笠山

梅山梅山

福田福田

大池大池

今之浦今之浦
鎌田鎌田

太田川

赤堀池赤堀池

馬伏塚城

横須賀城

岡崎城

湊湊

小笠山

磐田原台地磐田原台地

古原野谷川 潟湖
湿地帯

現在の磐南平野

1位
2位
3位
4位
5位

2,640
2,360
2,350
2,180
1,120

順 市町 水田（ha）
20.5
50.8
67.9
39.9
35.6

水田率（％）
浜松市
磐田市
袋井市
掛川市
菊川市



大
野
命
山
は
高
さ
三
・
五
ｍ
の
長
方
形

で
、
頂
上
に
は
二
七
〇
人
が
避
難
可
能
。

ま
た
、
よ
り
海
に
近
い
中
新
田
村
の
命
山

は
高
さ
五
ｍ
。
頂
上
に
は
一
三
〇
人
が
確

保
で
き
た
と
の
こ
と
で
す
。

そ
の
後
の
高
潮
で
は
命
山
に
避
難
し
、

舟
で
対
岸
の
横
須
賀
か
ら
食
料
を
運
ん
だ

り
、
潮
が
引
く
の
を
待
っ
た
り
し
た
こ
と

が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

◇

い
ず
れ
に
せ
よ
、
平
野
下
流
に
生
き
る

農
民
は
、
何
百
年
に
わ
た
っ
て
筆
舌
に
尽

く
し
が
た
い
苦
難
を
強し

い
ら
れ
て
き
た
の

で
す
。

来
、
こ
の
堤
は
「
掟じ

ょ
う
ぐ
い
て
い

杭
堤
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
古
く
な
っ
た
杭
の

取
替
え
は
、
十
二
年
ご
と
に
上
下
集
落
の

代
表
が
集
ま
り
儀
式
の
よ
う
に
厳
密
に
行

わ
れ
ま
し
た
。

昭
和
二
十
八
年
の
水
路
工
事
で
「
掟

杭
堤
」
を
取
り
払
う
こ
と
に
な
っ
た
際

に
も
、
数
百
年
と
い
う
伝
統
を
破
る
も

の
と
し
て
紛
糾
し
、
新
た
な
覚
書
を
交

わ
し
て
い
ま
す
。

「
私
ゃ 

し
が
な
い
浅
羽
の
娘

化
粧
す
る
に
も
水
が
な
い
」

「
奉
公
す
る
に
も
浅
羽
は
お
よ
し

浅
羽
早
起
き
は
ね
つ
る
べ
」

羽
地
区
の
大
き
な
紛
争
の
種
と
な
り
ま
す
。

浅
羽
の
中
ほ
ど
に
は
「
中な

か
う
ね
づ
つ
み

畦
堤
」
と
い

う
東
西
に
伸
び
る
小
さ
な
堤
防
が
あ
り

（
図
３
参
照
）、こ
の
堤
を
境
に
上
輪
の
村
・

下
輪
の
村
と
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

堤
に
よ
っ
て
下
輪
の
村
は
上
流
か
ら
の
洪

水
を
防
げ
ま
し
た
が
、
田
や
飲
料
水
の
水

源
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

対
し
て
、
上
輪
の
村
々
は
水
の
便
は
得

て
も
、
こ
の
中
畦
堤
が
あ
る
た
め
常
に
悪

水
（
排
水
不
良
）
に
悩
ま
さ
れ
続
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
堤
の
存
在
を
め

ぐ
っ
て
は
、
過
去
に
何
度
か
争
い
が
あ
り
、

江
戸
で
の
裁
判
を
仰
い
で
い
ま
す
。
堤
の

高
さ
は
上
流
の
集
落
と
同
じ
高
さ
に
な
る

よ
う
決
め
ら
れ
、
堤
防
沿
い
に
高
さ
を
記

す
二
六
本
の
杭く

い

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
以

と
と
も
に
江
戸
に
移
っ
て
か
ら
は
、
利
根

川
の
付
け
替
え
、
運
河
や
水
路
の
開
削
な

ど
、
当
時
、
利
根
川
の
氾は

ん
ら
ん
げ
ん

濫
原
に
過
ぎ
な

か
っ
た
関
東
平
野
を
沃よ

く
や野
に
仕
上
げ
た
天

才
技
術
者
で
あ
り
、
今
も
関
東
各
地
に
は

備
前
堀
、備
前
堤
（
忠
次
の
官
名
）
と
い
っ

た
現
役
の
水
利
施
設
が
た
く
さ
ん
残
っ
て

い
ま
す
。

忠
次
は
大
き
く
蛇
行
し
て
い
た
原
野
谷

川
と
太
田
川
（
前
頁
図
１
参
照
）
を
ほ
ぼ

直
線
化
し
、
こ
の
二
つ
の
川
を
合
流
さ
せ

た
の
で
す
。
さ
ら
に
仕
切
っ
た
川
を
た
め

池
と
し
て
利
用
し
、
周
辺
や
下
流
の
村
々

の
用
水
と
し
て
い
ま
す
（
図
３
参
照
）。

浅
羽
大お

お
が
こ
い
づ
つ
み

囲
堤

続
い
て
の
改
良
は
大
堤

防
の
築
造
で
す
。

こ
の
地
域
に
は
「
延え

ん
ぽ
う宝

の
高
潮
」（
一
六
八
〇
年
）

と
呼
ば
れ
る
大
惨
事
が
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

と
き
の
死
者
・
行
方
不
明

は
三
百
人
と
も
四
～
五
千

人
（『
長
溝
村
開
発
由
緒

書
』）
と
も
言
わ
れ
て
お

り
、
民
家
六
千
軒
が
流
さ

れ
た
と
い
う
も
伝で

ん
し
ょ
う承
も
あ

り
ま
す
。
大
水
害
で
し
た
。

当
時
の
横
須
賀
藩
主
で
あ
っ
た
本
多
利

長
は
普ふ

し
ん
ぶ
ぎ
ょ
う

請
奉
行
の
柳

や
な
ぎ
は
ら
じ
ゅ
う
な
い

原
十
内
に
命
じ
、
領

内
で
あ
る
浅
羽
を
ぐ
る
り
と
取
り
巻
く
延

長
十
四
キ
ロ
の
大
堤
防
を
造
ら
せ
、
松
も

植
え
て
道
路
と
し
て
整
備
し
ま
す（
図
３
）。

こ
の
浅
羽
大
囲
堤
は
昭
和
の
土
地
改
良

事
業
に
よ
っ
て
次
々
と
姿
を
消
し
て
ゆ
き

ま
す
が
、
近
年
ま
で
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
そ

の
痕こ

ん
せ
き跡
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

余
談
で
す
が
、こ
の
工
事
は
長
溝
村（
袋

井
市
長
溝
）
で
中
断
さ
れ
て
い
ま
す
。
藩

主
の
本
多
利
長
が
「
領
内
の
政
事
よ
ろ
し

か
ら
ず
」
と
い
う
理
由
で
改か

い
え
き易
さ
れ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
す
。

柳
原
十
内
は
「
十
内
圦
」
な
ど
領
内
の

整
備
に
大
き
な
功
績
を
残
し
て
い
ま
す
が
、

大
囲
堤
築
造
の
中
止
の
命
を
受
け
堤
の
上

で
切
腹
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

浅
羽
の
掟じ

ょ
う
ぐ
い
て
い

杭
堤

こ
の
大
囲
堤
は
確
か
に
高
潮
被
害
の
防

止
に
は
効
果
的
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
浅

太
田
川
と
原
野
谷
川
の
合
流

農
民
に
と
っ
て
最
も
恐
ろ
し
い
の
は
何

と
言
っ
て
も
洪
水
で
し
ょ
う
。
し
か
し

洪
水
を
避
け
て
高
い
土
地
に
水
田
を
造
れ

ば
、（
ポ
ン
プ
で
も
な
い
限
り
）
水
を
引

い
て
く
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。利り

す
い水（
水

を
引
く
こ
と
）
と
治ち

す
い水
（
洪
水
か
ら
守
る
）

は
矛
盾
す
る
の
が
常
で
し
た
。

こ
の
地
に
大
規
模
な
大
地
の
改
良
が
始

ま
る
の
は
、
一
六
〇
四
年
に
行
わ
れ
た
太

田
川
と
原
野
谷
川
の
合
流
か
ら
で
す
。

指
揮
し
た
代
官
は
徳
川
家
康
の
家
臣
・

伊い
な
び
せ
ん
の
か
み
た
だ
つ
ぐ

奈
備
前
守
忠
次
。
伊
奈
忠
次
は
、
家
康

浅
羽
地
方
は
「
浅
羽
一
万
石
」
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
の
米
ど
こ
ろ
で
し
た
が
、
こ
う

い
う
農
民
の
過か

こ
く酷
な
労
働
で
支
え
ら
れ
て

い
た
の
で
す
。

命い
の
ち
や
ま山

図
３
に
は
浅
羽
大
囲
堤
の
外
に
二
つ
の

村
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
大
野
村
と
中
新

田
村
。
地
形
的
に
堤
防
の
内
側
に
入
れ
る

の
は
無
理
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
延
宝
の
高
潮
」
で
大
水
害
を
こ
う
む
っ

た
二
つ
の
村
は
、
独
力
で
そ
れ
ぞ
れ
の
村

に
大
き
な
人
工
の
山
、
通
称
「
命
山
」
を

造
り
ま
す
。
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袋井市湊に残る大囲堤の跡

大野命山

太
田
川

前川

旧
原
野
谷
川

原
野
谷
川

浅羽大囲堤
中畔堤

上　輪

下　輪

赤堀池

大野村
中新田村

図3：1686年に描かれた古図による浅羽の推定図
（参考：浅羽郷土資料館・近藤記念館のパネル）
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今も残る旧原野谷川の跡

旧原野谷川

原野谷川

太田川



富里用水

今之浦川用水

諸井用水

田原用水

山名用水

東名高速道路

東海道新幹線

国道 1号線

沖山梨用水

譲葉用水

仲井用水

石川用水
大井用水

春岡用水
大谷用水

友永用水

大当所用水

敷地川 太田川

原野谷川

今之浦川

今井用水

大井用水（萓間）

元井用水

田原用水

下井用水

三ヶ野用水

大明神用水

水神用水

川島用水

鍛冶下用水

向笠用水

長池用水
大潜用水

楠用水

川田用水

袋井 IC

大
規
模
な
水
利
開
発
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
理
由
と
し
て
は
、
領
地
が
天
領
、
旗
本

領
、
地
元
の
大
名
領
と
入
り
乱
れ
て
い
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
何
と
言
っ
て
も
、
大
用
水
網
を

造
る
に
は
川
の
水
が
少
な
す
ぎ
、
土
地
が

平
ら
（
あ
る
い
は
凹
み
）
す
ぎ
て
い
た
こ

と
が
原
因
で
し
ょ
う
。

激
し
い
水
論

大
井
、
仲
井
、
山
名
と
い
っ
た
比
較
的

大
き
な
用
水
で
も
水
争
い
が
多
く
、
お
び

た
だ
し
い
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
浅
羽
地
区
で
も
、
闇
夜
に
上
流
下

流
と
も
竹
槍
で
武
装
し
た
農
民
数
百
名
が

町
歩
を
潤
す
。

◆ 

山
名
用
水

一
六
八
八
年
開
削
と
の
伝
え
（
井
塚
尊
）。

八
ヶ
村
、
二
七
八
町
を
潤
す
。

◆ 

諸
井
用
水

開
削
年
は
不
明
。
上
浅
羽
一
帯
の
五
五
五

町
歩
を
潤
す
。

◆ 

富
里
用
水

延
宝
年
間
（
一
六
〇
〇
年
代
後
半
）
の
開

削
。
西
浅
羽
の
五
二
〇
町
歩
を
潤
す
。

水
利
調
整
の
限
界

左
頁
、
図
４
は
、
こ
の
地
に
お
け
る
明

治
の
頃
の
取
水
地
点
を
示
し
た
も
の
で
す
。

通
常
、
磐
南
の
よ
う
に
平
坦
で
広
い
平

野
に
な
る
と
藩
の
事
業
な
ど
に
よ
っ
て

大
用
水
網
が
築
か
れ
ま
す
。
北
陸
の
越
前

藩
は
九く

ず
り
ゅ
う
が
わ

頭
竜
川
に
八
ヶ
所
の
堰
を
設
け
、

三
十
二
万
石
の
大
藩
を
維
持
し
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、
尾
張
藩
は
木
曽
川
か
ら
三
ヶ

所
で
取
水
し
て
六
十
二
万
石
の
広
大
な
平

野
を
潤
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
一
広
大
な

関
東
平
野
も
基
本
的
に
は
葛か

さ
い西
用
水
と

見み
ぬ
ま
だ
い

沼
代
用
水
の
二
本
だ
け
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
地
方
の
用
水
は
ほ
と
ん

ど
が
簡
単
な
圦い

り
ひ樋
ば
か
り
。
し
か
も
数
本

の
小
河
川
か
ら
実
に
三
〇
ヶ
所
で
水
を
分

か
ち
合
っ
て
き
た
の
で
す
。

川
の
水
量
の
限
界
や
、
洪
水
な
ど
で
農

地
が
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
影
響
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

水
不
足
や
水
害
の
直
接
的
な
記
録
は
な

く
て
も
、
数
字
は
正
直
に
こ
の
地
の
開
発

の
難
し
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
新
田
開
発

前
グ
ラ
フ
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
農

地
面
積
が
激
増
す
る
の
は
江
戸
時
代
に

入
っ
て
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
戦
国
時
代
が

終
わ
っ
て
平
和
に
な
っ
た
こ
と
や
、
築
城

や
鉱
山
開
発
な
ど
の
土
木
技
術
が
発
達
し

た
せ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
袋
井
で
も
中
規

模
な
用
水
が
開
削
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
主

な
用
水
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

◆ 

大
井
用
水

慶
長
年
間
（
一
六
〇
〇
年
前
後
）
開
削
。

十
八
ヶ
村
。
四
二
八
町
歩
を
潤
す
。

◆ 

仲
井
用
水

一
六
七
三
年
頃
の
開
削
。
五
ヶ
村
、
八
五

と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
古
代
に
優
良
で

あ
っ
た
水
田
地
帯
は
、
全
国
ど
こ
で
も
後

に
な
る
と
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

人
口
が
増
え
る
と
水
田
も
増
え
て
ゆ
き
、

小
さ
な
川
で
は
田
に
引
く
水
量
が
足
り
な

く
な
り
、
水
争
い
が
頻ひ

ん
ぱ
つ発
す
る
よ
う
に
な

る
の
で
す
。

平
安
時
代
も
後
半
に
な
る
と
荘

し
ょ
う
え
ん園
開
発

が
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
す
。
全
国
的
に
見

れ
ば
新
田
開
発
が
盛
ん
に
な
っ
た
時
代
で

す
が
、
遠
江
で
は
、
右
の
グ
ラ
フ
の
よ
う

に
水
田
面
積
は
減
っ
て
い
ま
す
。

進
ま
な
か
っ
た
中
世
の
新
田
開
発

で
は
平
野
の
上
流
部
は
ど
う
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

太
田
川
、
原
野
谷
川
周
辺
に
は
千
三
百

年
前
の
条じ

ょ
う
り
せ
い

里
制
区
画
が
つ
い
近
代
ま
で

残
っ
て
い
ま
し
た
。

当
時
は
条
件
の
い
い
水
田
だ
け
が
選
ば

れ
ま
し
た
。
水
路
を
造
る
技
術
が
未
熟

だ
っ
た
た
め
、
洪
水
の
起
こ
り
や
す
い
大

き
な
川
の
周
辺
を
避
け
、
小
さ
な
川
の
近

く
の
土
地
が
選
ば
れ
た
の
で
す
。

向
か
い
合
う
な
ど
、
水
争
い
は
毎
年
の
よ

う
に
起
き
て
い
ま
す
。
奉
行
所
の
評

ひ
ょ
う
じ
ょ
う
定
に

は
十
数
年
を
費
や
し
た
争
い
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

こ
の
事
態
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
も

一
向
に
進
展
し
ま
せ
ん
。
中
井
用
水
組
合

五
ヶ
村
で
は
明
治
年
間
、
鍬く

わ

、
鎌
、
竹
槍

な
ど
を
手
に
し
た
農
民
が
結
束
し
て
上
流

の
村
を
襲
い
、
警
官
が
動
員
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
も
た
び
た
び
発
生
し
ま
し
た
。
日

照
り
が
続
け
ば
大
勢
で
川
に
土
俵
を
入
れ

た
り
、
取
水
口
に
嵩か

さ

上
げ
の
板
を
設
置
し

た
り
し
ま
す
。

大
雨
と
も
な
れ
ば
夜
中
で
も
、
豪
雨

の
中
で
川
に
飛
び
込
ん
で
引
き
上
げ
る

と
い
う
命
が
け
の
作
業
が
繰
り
返
さ
れ
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て
き
た
の
で
す
。

◇

も
は
や
こ
う
し
た
大
地
や
自
然
に
よ
る

束そ
く
ば
く縛
、
あ
る
い
は
幕ば

く
は
ん藩
体
制
と
い
う
制
度

の
矛
盾
は
限
界
を
超
え
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
の
矛
盾
の
解
決
に
国
を
あ
げ
て
挑

ん
だ
の
が
明
治
と
い
う
時
代
で
し
た
。

幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
、
日
本

の
あ
ち
こ
ち
で
マ
グ
マ
の
よ
う
な
時
代
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
噴
出
し
ま
す
。

そ
し
て
こ
こ
袋
井
は
、
沼
地
と
も
湿
田

と
も
定
か
な
ら
ぬ
劣
悪
な
農
村
か
ら
、
あ

ろ
う
こ
と
か
日
本
中
の
農
村
の
手
本
と
な

り
、
国
の
農
地
近
代
化
の
先
駆
け
と
な
る

と
い
う
並
外
れ
た
業
績
を
成
し
遂
げ
た
男

を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

【第三章】水利の限界

敷地川

原野谷川

【 

井い

づ

か

そ

ん

塚
尊 

】（
袋
井
市
小
山
）

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
頃
、
小
山

村
の
名
主
・
大
場
九
左
衛
門
は
、
周
辺

の
村
々
の
妨
害
に
も
め
げ
ず
、
太
田
川

か
ら
の
水
路
を
開
削
。完
成
す
る
や「
村

人
に
迷
惑
を
か
け
た
」と
責
め
を
負
い
、

掘
っ
た
穴
に
入に

ゅ
う
じ
ょ
う定

（
即
身
成
仏
す
る
こ

と
）。
念
仏
の
鐘
は
七
日
七
夜
鳴
り
響

い
た
と
い
う
。
こ
の
井
塚
用
水
（
山
名

用
水
）
は
八
ヶ
村
の
田
を
潤
し
地
域
一
の
良
米
を
生
ん
だ
。
後
に

明
治
、
昭
和
の
工
事
の
際
に
も
こ
の
水
路
の
道
筋
は
変
更
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
地
元
の
人
た
ち
は
そ
の
偉
大
さ
を
称
え
、
入
定
し
た

地
に
「
井
塚
尊
」
の
碑
を
建
立
。
毎
年
、
供
養
祭
を
続
け
て
い
る
。

平安時代

13,611

鎌倉時代

12,967

室町時代

12,920

江戸時代中期

21,277

遠江における水田面積の推移（ha）
出典：『大地への刻印』



で
す
（
地
租
改
正
は
明
治
六
年
）。
そ
う

し
た
中
に
あ
っ
て
太
郎
馬
の
、
現
代
に
も

通
用
す
る
近
代
的
な
合
理
精
神
に
は
目
を

見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
石
川
県
の
耕
地
整
理
の
祖

と
言
わ
れ
る
高
田
久
兵
衛
が
始
め
て
田で

ん
く区

改
正
を
行
な
っ
た
の
は
明
治
二
十
年
で
す
。

西
洋
の
土
地
整
理
法
が
初
め
て
我
が
国
に

紹
介
さ
れ
た
の
が
同
二
十
一
年
。

太
郎
馬
の
手
法
は
明
治
二
十
年
、
富
岡

村
（
現
磐
田
市
）
の
鈴
木
浦
八
に
よ
っ
て

改
良
さ
れ
、
静
岡
式
耕
地
整
理
と
し
て
全

国
に
広
が
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。

そ
し
て
、
耕
地
整
理
法
が
制
定
さ
れ

る
の
が
同
三
十
二
年
。
そ
の
頃
に
は
彦

島
他
五
ヶ
村
が
合
併
し
た
田
原
村
全
域
、

二
八
五
町
歩
と
い
う
広
大
な
農
地
の
耕
地

料
や
収
穫
の
運う

ん
ぱ
ん搬
が
楽
に
な
る
。
む
ろ
ん

収
穫
も
向
上
。
こ
れ
を
見
た
村
人
は
驚
き
、

翌
六
年
か
ら
彦
島
村
全
域
四
四
町
歩
の
耕

地
整
理
が
始
ま
り
ま
す
。

太
郎
馬
は
同
時
に
蟹
田
川
の
改
修
に
乗

り
出
し
ま
す
。
自
ら
測
量
し
計
画
案
を
ま

と
め
浜
松
県
庁
の
許
可
を
受
け
ま
す
。
川

幅
を
広
げ
て
掘
り
下
げ
、
放
流
先
を
四
キ

ロ
延
長
し
て
太
田
川
か
ら
原
野
谷
川
に
付

け
替
え
る
と
い
う
工
事
を
自
ら
や
り
遂と

げ

た
の
で
す
（
明
治
八
年
）。
こ
れ
で
こ
の

地
の
水
害
は
激
減
し
ま
し
た
。

河
川
改
修
や
道
路
改
良
と
い
っ
た
公
共

工
事
と
土
地
改
良
（
農
地
の
交
換
な
ど
地

権
者
の
調
整
を
含
む
）
を
一
体
的
に
行
っ

た
例
は
全
国
で
も
初
め
て
で
し
た
。

飛
び
ぬ
け
た
先
進
性

こ
の
頃
は
ま
だ
刀
を
差
し
た
侍
が
い
た

時
代
で
す
（
廃
刀
令
や
武
士
の
廃
止
は
明

治
九
年
）。
神じ

ん
ぷ
う風
の
乱
や
西
南
戦
争
で
世

の
中
は
騒そ

う
ぜ
ん然
と
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
太
郎
馬
が
耕
地
整
理
を
始
め
た

年
は
ま
だ
農
民
が
年
貢
を
納
め
て
い
た
頃

篤と
く
の
う
か

農
家
に
成
長
し
ま
す
。

明
治
三
年
、
三
十
歳
の
若
さ
で
百
姓
総

代
。
村
の
救
済
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
遠

江
国
報
徳
社
＊
な
ど
に
指
導
を
仰
ぎ
、
同

五
年
、
自
分
と
有
志
の
耕
地
、
米
な
ど
を

基
本
財
産
と
す
る
「
彦
島
報
徳
社
」
を
結

成
、
社
長
に
任
ぜ
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
遠
江
国
報
徳
社
の
指
導
者
か
ら

教
わ
っ
た
筋
植
え
を
生
か
す
た
め
に
、
自

分
の
水
田
約
五
反
（
〇
・
五
ｈ
ａ
）
の
曲

折
し
た
道
路
、
畦け

い
は
ん畔
（
ア
ゼ
）
を
改
良
し
、

直
線
状
の
水
田
区
画
に
し
た
の
で
す
（
図

８
上
図
参
照
）。

全
国
初
の
耕
地
整
理

こ
の
効
果
は
絶
大
で
し
た
。
直
線
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
耕
作
が

し
や
す
く
な
り
、
用
水
や

排
水
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
。

除
草
作
業
が
は
か
ど
る
。

風
通
し
が
良
く
な
り
病
害

虫
の
被
害
が
減
少
、
肥
料

の
分
解
が
進
む
た
め
作
物

の
成
長
が
良
く
な
る
。
肥

て
き
ま
す
。
中
央
を
流
れ
る
蟹か

に
た
が
わ

田
川
は
放

流
先
で
あ
る
太
田
川
よ
り
水
位
が
低
く
、

こ
の
地
で
大
き
く
蛇だ

こ
う行
し
、
毎
年
の
よ
う

に
氾は

ん
ら
ん濫
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。
村
人

は
こ
と
ご
と
く
怠た

い
だ惰
に
お
ち
い
り
、
働
く

気
力
す
ら
な
く
借
財
を
重
ね
る
と
い
う
有

様
で
し
た
。

し
か
し
、
成
人
し
た
太
郎
馬
は
家
財
を

建
て
直
し
、
牛
耕
を
試
み
た
り
、
二
宮
尊

徳
の
「
報
徳
思
想
」
を
実
践
し
た
り
す
る

彦
島
報ほ

う
と
く
し
ゃ

徳
社
の
結
成

耕
地
整
理
の
租
・
名
倉
太た

ろ
う
ま

郎
馬
は
「
新

池 

彦
島 

松
袋
井 

雨
が
三
粒 

降
り
ゃ
花

筏
」
と
唄
わ
れ
た
赤
貧
地
帯
の
出
身
。
幕

末
は
凶
作
が
続
き
、
あ
ち
こ
ち
で
一
揆
、

打
ち
壊
し
な
ど
が
発
生
、
彦
島
村
も
借
財

が
三
〇
〇
〇
余
円
に
達
す
る
な
ど
貧
困
の

極
み
に
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
三
村
は
伊
奈
忠
次
に
よ
る
太
田

川
・
原
野
谷
川
の
合
流
の

犠
牲
に
な
っ
た
地
域
と
も

言
え
そ
う
で
す
。
三
村
と

も
両
川
に
挟
ま
れ
て
合
流

す
る
地
点
に
あ
り
、
Ｖ
の

字
の
よ
う
に
広
が
っ
た
上

流
地
域
の
水
が
全
部
集
っ

筋
植
え
や
牛
馬
に
よ
る
深
耕
、
堆た

い
ひ肥
作

り
、
塩
水
に
よ
る
種
も
み
の
選
別
、
短た

ん
ざ
く冊

苗な
え
し
ろ代
な
ど
新
し
い
農
法
を
村
人
や
近
隣
に

広
め
ま
し
た
。
ま
た
太
郎
馬
は
駿
河
、
伊

豆
、
甲
府
や
千
葉
な
ど
で
学
び
、
先
進
地

の
養よ

う
さ
ん蚕
事
業
（
蚕
に
よ
る
生
糸
の
生
産
）

を
導
入
し
て
い
ま
す
。

太
郎
馬
の
お
か
げ
で
村
の
農
業
生
産
は

よ
う
や
く
安
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
借

財
三
〇
〇
〇
余
円
を
す
べ
て
返
済
、
な
お

八
〇
〇
円
の
積
立
金
を
得
ま
し
た
。
村
人

の
生
活
は
立
ち
直
り
、
租
税
を
滞
納
す
る

も
の
も
い
な
く
な
り
ま
し
た
。

後
に
旧
河
川
敷
の
約
一
ｈ
ａ
を
農
地
に

し
た
り
、
一
キ
ロ
以
上
に
お
よ
ぶ
新
規
の

堤
防
も
築
造
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た

同
十
七
年
頃
に
は
世
の
中
が
た
い
へ
ん
な

整
理
に
取
り
掛
か
っ
て
い
た
の
で
す
。（
完

了
は
同
三
十
六
年
。
図
８
下
図
参
照
）。

偉
大
な
る
業
績

太
郎
馬
が
行
な
っ
た
仕
事
は
耕
地
整
理

だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
彼
は
百
姓
総

代
、
村
長
、
村
会
議
員
、
勧
業
委
員
、
社

山
疏
水
工
事
（
後
述
）
の
議
員
な
ど
の
要

職
に
つ
き
、
寝
食
を
忘
れ
る
ほ
ど
地
域
の

た
め
に
尽
く
し
ま
し
た
。

ま
ず
二
宮
尊
徳
の
報
徳
訓
を
広
め
て
村

人
の
生
活
改
善
を
指
導
、貯
蓄
や
副
業（
縄

な
い
な
ど
）
の
奨し

ょ
う
れ
い励
、
資
金
の
貸
付
な
ど

も
行
い
、
児
童
の
教
育
と
し
て
彦
島
に
分

校
を
設
置
、
自
ら
教
師
を
務
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
各
地
の
老ろ

う
の
う農
に
指
導
を
仰
ぎ
、

8 7

不
滅
の
農
聖
・
名
倉
太
郎
馬

【第四章】

【第四章】不滅の農聖・名倉太郎馬

磐

南

平

野

の

金

字

塔

M
o

n
u

m
e

n
t

a
l

 
A

c
h

i
e

v
e

m
e

n
t

 
o

f
 

B
a

n
n

a
n

 
P

l
a

i
n

s

不
景
気
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
彦
島
の
農
民

は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

◇

農
業
の
近
代
化
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ

り
ま
す
。
土
地
改
良
（
水
路
や
耕
地
整
理

な
ど
の
ハ
ー
ド
的
整
備
）
と
営
農
（
耕
作

法
、
品
種
改
良
、
経
営
な
ど
の
ソ
フ
ト
的

進
展
）。
太
郎
馬
は
、
日
本
の
近
代
化
に

先
駆
け
て
、
こ
の
両
面
を
成
し
遂
げ
た
の

で
す
。
袋
井
が
生
ん
だ
偉
大
な
る
農の

う
せ
い聖
と

言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
太
郎
馬
の
時
代
と
平
行

し
て
、
磐
南
平
野
は
巨
大
な
土
地
改
良
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
挑
戦
し
よ
う
と
し
て
い

た
の
で
す
。

＊
報
徳
社
…
…
江
戸
時
代
末
期
、
二
宮
尊
徳
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
農
民
扶
助
を
目
的
と
す
る
相
互
融
資
機
関
。
農
民

の
自
立
を
目
指
す
結
社
と
し
て
、
尊
徳
の
死
後
も
各
地
に

設
立
さ
れ
た
。

【第四章】不滅の農聖・名倉太郎馬

東海道本線東海道本線

図8：彦島の農地の変遷

今も当時の耕地整理の面影が残る彦島の水田

西島報徳社の報徳訓
出典：『磐田の記録写真 第二集 磐田
の産業』

磐南平野の金字塔 ｜ Monumental Achievement of Bannan Plains  ｜【第四章】不滅の農聖・名倉太郎馬



て
取
水
し
、
寺て

ら
だ
に谷
用
水
の
既
設
水
路
で

導
水
、
途
中
で
分
水
し
て
か
ら
社
山
隧
道

で
磐
南
平
野
へ
引
く
と
い
う
計
画
で
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
寺
谷
用
水
と
の
共
同
事
業

に
な
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
寺
谷
用
水
と

の
協
議
が
必
要
で
し
た
。

四
百
年
の
歴
史
を
持
つ
寺
谷
用
水

寺
谷
用
水
の
開
設
は
戦
国
時
代
。
当

時
、
遠
江
国
は
徳
川
家
康
の
領
地
で
し

た
。
家
康
は
伊
奈
忠
次
に
治
水
や
新
田

開
発
を
命
じ
ま
す
。
忠
次
は
用
水
の
計

画
を
立
て
、
地
元
の
武
将
で
あ
っ
た

続
い
て
明
治
六
年
、
当
時
の
浜
松
県
令

な
ど
が
地
元
有
力
者
を
集
め
て
推
進
を
図

り
、
社
山
開
削
の
案
を
県
に
出
願
し
ま
す
。

し
か
し
、
同
九
年
、
折
り
悪
く
浜
松
県
は

廃
止
。
同
時
に
こ
の
案
も
立
ち
消
え
。

明
治
十
一
年
、
足
立
孫
六
（
後
の
周
智

郡
長
）
ら
が
調
査
を
す
す
め
、
計
画
書
を

郡
に
提
出
。
し
か
し
、
郡
区
が
変
更
に
な

り
、
こ
れ
も
ま
た
流
産
。

こ
の
社
山
疏
水
は
、天
竜
川
の
神
田（
現

磐
田
市
上
野
部
）
に
石
製
の
水
門
を
築
い

て
く
る
と
い
う
破は

て
ん
こ
う

天
荒
な
着
想
。
ま
さ
し

く
天
才
の
所し

ょ
ぎ
ょ
う業
で
す
。

彼
は
地
元
の
人
々
を
説
得
し
て
回
っ
た

よ
う
で
す
が
、
時
期
が
早
す
ぎ
た
の
か
、

実
現
は
見
送
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
彼
の
こ
の
案
こ
そ
が
、
磐
南

平
野
に
浮
か
ん
で
は
消
え
、
消
え
て
は
浮

か
び
、
お
よ
そ
一
世
紀
半
の
長
き
に
わ

た
っ
て
農
民
を
喜
怒
哀
楽
で
激
し
く
揺
さ

ぶ
り
続
け
て
き
た
見
果
て
ぬ
夢 

―
―
―

「
社
山
疏
水
計
画
」
で
し
た
。

社や
し
ろ
や
ま山
疏そ

す
い水

祐
一
郎
の
置
き
土
産

は
、
磐
南
平
野
に
深
い

衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。

幕
末
に
数
村
の
有
志

が
計
画
案
を
幕
府
に
上

申
。
数
年
の
後
に
よ
う

や
く
許
可
を
得
ま
す
が
、

明
治
維
新
で
あ
え
な
く

消
滅
。
こ
れ
が
最
初
の

不
運
で
し
た
。

排
水
路
（
蝦え

び
し
ま島
水
道
）
を
造
り
、
悪
夢
で

あ
っ
た
毎
年
の
水
害
か
ら
救
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
天
竜
川
に
大
堤
防
を
造
り
、
河

川
敷
の
新
田
開
発
や
両
岸
の
水
防
組
合
な

ど
、
大
き
な
業
績
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ

の
お
か
げ
か
ど
う
か
、
こ
の
地
域
で
は
天

保
飢
饉
に
つ
い
て
の
記
録
は
少
な
い
よ
う

で
す
。

も
う
ひ
と
つ
彼
は
こ
の
地
に
と
て
つ
も

な
い
置
き
土
産
を
残
し
ま
し
た
。

祐
一
郎
は
磐
南
平
野
の
地
形
を
調
べ

上
げ
、
太
田
川
・
原
野
谷
川
の
水
量
で

は
絶
対
的
に
水
が
足
り
な
い
こ
と
を
確

信
し
ま
す
。
そ
し
て
測

量
調
査
の
結
果
、
平
野

最
北
部
に
あ
る
社や

し
ろ
や
ま山
に

隧ず
い
ど
う道
（
ト
ン
ネ
ル
）
を

掘
れ
ば
、
天
竜
川
の
水

を
引
く
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
結
論
に
達

し
、
計
画
書
を
ま
と
め

あ
げ
た
の
で
す
。

こ
の
時
代
に
、
山
を
越

え
て
天
竜
川
の
水
を
引
い

謎
の
偉
人
・
犬い

ぬ
づ
か
ゆ
う
い
ち
ろ
う

塚
祐
一
郎

天て
ん
ぽ
う保
の
大だ

い
き
き
ん

飢
饉
が
始
ま
る
二
年
前

（
一
八
三
一
年
）、
あ
る
人
物
が
こ
の
地

域
（
中
泉
代
官
所
）
に
赴ふ

に
ん任
し
ま
す
。
名

は
犬
塚
祐
一
郎
。
現
代
風
の
名
前
で
す
が
、

幕
府
の
役
人
で
あ
り
、
役
目
は
天
竜
川
や

仿ぼ
う
そ
う
が
わ

僧
川
の
工
事
で
し
た
。

草
崎
村
（
現
磐
田
市
）
周
辺
は
土
地
が

低
く
彦
島
に
も
劣
ら
ぬ
洪
水
地
帯
で
し
た

が
、
彼
は
こ
の
地
の
水
を
仿
僧
川
へ
流
す

（
袋
井
宿
他
七
〇
村
）

を
と
り
ま
と
め
、
県

を
経
て
内
務
省
の
許

可
を
得
ま
す
。

ち
な
み
に
、
こ
の
時

代
は
日
本
三
大
疏
水
と

言
わ
れ
る
安あ

さ
か
そ
す
い

積
疏
水
、

那な
す
そ
す
い

須
疏
水
、
琵
琶
湖
疏

水
と
国
家
の
威い

し
ん信
を
か

け
た
大
事
業
が
目
白
押

し
で
し
た
。

最
も
難
工
事
で
あ
っ
た

の
は
社
山
隧
道
（
約
一
、三
〇
〇
ｍ
）。
予

想
以
上
に
地
質
が
軟
弱
で
あ
り
、
全
部
を

石
畳
に
変
更
す
る
な
ど
予
算
は
膨
れ
上
が

り
ま
す
。

国
や
県
か
ら
助
成
を
受
け
、
そ
の
後
、

工
事
は
順
調
に
進
み
ま
し
た
が
、
同
二
十

年
、
奇
妙
な
噂
が
流
れ
ま
す
。「
設
計
に

誤
り
あ
り
、
水
は
流
れ
て
来
ず
」。

組
合
に
は
苦
情
が
殺
到
、
脱
退
す
る
地

区
も
続
出
。
工
事
は
完
全
に
ス
ト
ッ
プ
し

ま
す
。

県
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
ミ
ス

を
発
見
。
隧
道
の
出
口
が
数
ｍ
高
す
ぎ
た

と
の
こ
と
。
設
計
は
内
務
省
で
し
た
が
、

考
え
ら
れ
な
い
失
態
で
す
。

組
合
は
議
論
百ひ

ゃ
く
し
ゅ
つ
出
、
罵ば

り
ぞ
う
ご
ん

詈
雑
言
が
飛

び
交
い
、
ま
っ
た
く
収
拾
の
つ
か
な
い
混

乱
を
招
き
ま
す
。
し
か
し
い
く
ら
言
い

争
っ
て
も
い
か
な
る
解
決
策
も
出
ず
、
同

二
十
一
年
八
月
、
断だ

ん
ち
ょ
う腸
の
思
い
で
工
事
の

中
止
を
決
議
。

農
業
土
木
史
上
最
悪
の
失
態
と
も
言
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

翌
年
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
公
布
さ
れ

世
の
中
は
沸
き
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
平
野
は
暗あ

ん
た
ん澹
た
る
空
気
に
包
ま
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。◇

こ
の
頃
、
巷ち

ま
た
で
は
、
誰
が
作
っ
た
の
か

こ
ん
な
唄
が
流
行
り
ま
し
た
。

「
社
山 

山
の
キ
ツ
ネ
に
だ
ま
さ
れ
て

 

金
は
出
し
た
が
水
は
コ
ン
コ
ン
」

平
野
重し

げ
さ
だ定
に
工
事
を
託

し
ま
す
。

一
五
八
八
年
、
重
定
は

天
竜
川
沿
い
の
寺
谷
村
に

巨
大
な
圦い

り
ひ樋
を
設
置
。
浜

部
（
現
磐
田
市
浜
部
）
ま

で
約
一
二
キ
ロ
に
お
よ
ぶ

大
用
水
を
造
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
名
に
し
負
う

天
下
の
暴
れ
川
・
天
竜 

―
―
七
〇
一
年
か
ら
昭
和

五
十
六
年
ま
で
の
二
八
〇
年

間
、記
録
に
残
る
災
害
は
二
一
八
回
（
一
・

三
年
に
一
回
の
発
生
率
）
と
い
う
凄
ま
じ

さ
で
す
。

洪
水
の
た
び
に
大
量
の
土
砂
が
堆た

い
せ
き積
し
、

流
路
を
変
え
、
水
量
も
著
し
く
変
動
。
こ

の
た
め
、
寺
谷
用
水
は
取
水
口
の
補
強
や

補
修
、
導
入
路
の
掘く

っ
さ
く削

な
ど
過
大
な
労
苦

を
強
い
ら
れ
、
取
水
口
も
何
度
か
移
っ
て

い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
寺
谷
用
水
に
と
っ
て
も
、

神
田
に
頑
強
な
水
門
を
造
り
、
安
定
し
た

水
量
を
確
保
す
る
こ
と
は
悲
願
で
も
あ
っ

た
の
で
す
。

世
紀
の
大
事
業
へ
の
挑
戦

犬
塚
祐
一
郎
の
案
よ
り
約
五
〇
年
後
、

こ
の
計
画
は
実
現
性
を
帯
び
て
き
ま
す
。

明
治
十
六
年
、
足
立
孫
六
は
全
区
域
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悪
夢
か
ら
の
再
起

社
山
疏
水
は
悲
惨
な
結
果
に
終
わ
り
ま

し
た
が
、
唯
一
の
成
果
は
神
田
取
水
口
の

完
成
に
よ
っ
て
寺
谷
用
水
の
用
水
量
が
安

定
し
た
こ
と
で
し
た
。

暗あ
ん
ぜ
ん然
た
る
気
分
の
覚
め
や
ら
ぬ
明
治

二
十
六
年
、
こ
の
平
野
は
未み

ぞ

う
曾
有
の
干
ば

つ
に
襲
わ
れ
ま
す
。
収
穫
皆
無
と
い
う
村

が
続
出
。

地
元
の
必
死
の
要
請
を
受
け
、
県
は

再
び
測
量
に
着
手
。
し
か
し
総
工
費
は

三
一
万
二
千
円
と
い
う
巨
額
に
の
ぼ
り
ま

す
。
国
の
直
営
事
業
・
安あ

さ
か積
疏
水
の
総
工

事
費
が
約
四
〇
万
円
で
す
か
ら
地
方
で
ま

か
な
え
る
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

の
二
分
の
一
が
国
庫
補
助
の
対
象
と
な
っ

た
の
で
す
（
大
正
十
五
年
完
成
）。

旧
社
山
疏
水
地
区
も
水
利
組
合
を
結

成
。
最
も
困
難
な
利
害
調
整
を
行
な
う
主

事
に
は
人
望
、
胆た

ん
り
ょ
く力
と
も
抜
き
ん
出
た

江え
づ
か
か
つ
ま

塚
勝
馬
が
迎
え
ら
れ
ま
す
。
い
よ
い
よ

県
議
会
に
て
磐
田
用
水
幹
線
改
良
事
業
が

可
決
。
昭
和
四
年
の
出
発
で
し
た
。

最
初
の
難
関
は
寺
谷
用
水
と
の
協
議
で

し
た
。
課
題
は
費
用
の
分
担
率
な
ど
。
協

議
は
毎
回
明
け
方
近
く
ま
で
続
き
、
時
に

席
を
蹴け

る
な
ど
激
し
く
決
裂
。
七
回
目
に

し
て
よ
う
や
く
打
開
策
が
締て

い
け
つ結
し
ま
す
。

す
で
に
用
排
水
改
良
を
終
え
た
浅
羽
に

参
加
を
強
い
る
の
も
酷こ

く

な
話
。
ま
た
用
水

に
不
足
は
な
か
っ
た
三み

つ
か
わ川
地
区
も
不
参
加

を
固こ

じ辞
し
て
譲ゆ

ず

ら
ず
。
そ
の
他
数
々
の
難

問
を
乗
り
越
え
て
着
工
式
を
迎
え
た
の
は

出
発
か
ら
四
年
後
の
昭
和
八
年
。
世
の
中

が
満
州
事
変
、
国
際
連
盟
脱
退
な
ど
で
キ

ナ
臭
く
な
っ
て
い
た
時
代
で
す
。

次
々
と
立
ち
は
だ
か
る

戦
時
下
の
苦
難

阿あ
ぐ
ら蔵
（
現
浜
松
市
天
竜
区
）
に
取
水
口

を
建
設
、
や
が
て
因い

ん
ね
ん縁
の
社
山
隧
道
も
完

成
。
残
る
は
長
大
な
幹
線
水
路
網
の
開
削

で
す
。

国
庫
補
助
も
決
ま
り
、
い
よ
い
よ
軌
道

に
乗
る
か
と
思
え
た
矢
先
、
日
本
は
太
平

巨
星
・
金き

ん
ぱ
ら
め
い
ぜ
ん

原
明
善
の
献
身
的
事
業
な
ど
に

よ
り
天
竜
川
の
河
川
改
修
が
飛
躍
的
に
進

み
ま
す
。そ
れ
で
困
っ
た
の
が
寺
谷
用
水
。

川
の
流り

ゅ
う
し
ん身
が
移
動
し
、
神
田
取
水
口
の
取

水
量
が
不
安
定
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の

た
め
毎
年
の
よ
う
に
水
の
確
保
に
苦
し
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

執
念
の
再
出
発

悲
壮
な
決
意
を
胸
に
秘
め
、
大
橋

亦ま
た
べ
え

兵
衛
ら
の
県
会
議
員
が
中
心
と
な
り
寺

谷
用
水
と
旧
社
山
疏
水
地
区
の
同
盟
会
を

結
成
し
ま
す
。
こ
れ
に
は
浅
羽
の
用
排
水

改
良
事
業
（
用
水
改
良
と
ポ
ン
プ
灌か

ん
が
い漑
）

が
大
き
な
刺
激
と
な
り
ま
し
た
。
総
費
用

し
か
し
、
利
水
と
治
水
は
矛
盾
す
る
の

が
常
。
川
か
ら
水
を
引
き
や
す
く
す
れ
ば

堤
防
は
弱
く
な
り
、
堤
防
を
頑
強
に
す
れ

ば
取
水
が
困
難
に
な
る
。
河
川
改
修
の
結

果
、
渇
水
が
起
こ
り
や
す
く
な
り
、
河
床

も
一
ｍ
ほ
ど
低
下
、
各
地
区
で
は
取
水
に

著
し
く
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。

寺
谷
用
水
の
苦
悩

社
山
疏
水
の
最
大
課
題
は
そ
の
巨
額
す

ぎ
る
工
事
費
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
頃
、

水
力
発
電
の
水
を
用
水
に
使
う
と
い
う
案

が
浮
上
し
ま
す
。
こ
れ
な
ら
工
事
費
も
分

担
が
可
能
で
す
。
財
界
か
ら
も
構
想
が
立

ち
上
が
り
ま
す
が
、
や
は
り
経
費
の
問
題

が
立
ち
は
だ
か
り
、
夢
は
、
は
か
な
く
費

え
て
し
ま
い
ま
す
。

一
方
、
一
生
を
治
水
に
捧
げ
た
天
竜
の

そ
れ
で
も
諦
め
き
れ
な
い
人
々
は
数
年

後
に
も
県
に
調
査
を
依
頼
。
工
事
費
は
イ

ン
フ
レ
に
よ
っ
て
実
に
五
〇
万
円
に
ま
で

跳
ね
上
が
り
ま
す
。

明
治
の
大
洪
水

さ
ら
に
こ
の
地
方
を
決
定
的
に
打
ち
の

め
し
た
の
は
明
治
四
十
三
年
、
四
十
四
年

と
続
い
た
古
今
未
曾
有
の
大
水
害
で
し
た
。

世
に
言
う
関
東
大
水
害
（
死
者
二
七
〇
〇

余
名
）。

四
十
三
年
の
洪
水
で
は
、
堤
防
決
壊

二
一
〇
ヶ
所
、
十
数
の
町
村
が
濁
流
に
飲

ま
れ
、
翌
年
の
豪
雨
で
は
破
堤
七
三
〇
ヶ

所
、
広
大
な
流
域
一
帯
が
一
面
の
泥
沼
と

化
し
、
人
々
を
恐
怖
と
絶
望
の
ど
ん
底
に

落
し
ま
す
。

こ
れ
を
期
に
行
政
の
事
業
は
一
気
に
河

川
改
修
へ
と
転
換
し
て
行
き
ま
す
。

し
か
し
、
農
商
務
省
の
竹
山
祐
太
郎

（
後
の
静
岡
県
知
事
。
国
営
天
竜
川
農
業

水
利
事
業
に
尽
力
）
の
計
ら
い
で
、秋
田
、

新
潟
他
、
総
勢
二
、五
七
六
名
の
農
業
増

産
報
国
隊
＊
２
が
一
〇
日
間
で
八
キ
ロ
の

幹か
ん
せ
ん線
水
路
を
掘
り
ぬ
い
た
の
で
す
。

涙
の
通
水
式

「
来
た
、
来
た
ー
、
天
竜
の
水
が
来

た
ー
っ
！
」
昭
和
十
九
年
七
月
、
遂
に
磐

田
用
水
は
完
成
。
感
動
の
通
水
式
を
迎
え

ま
す
。

式
典
で
は
金
原
財
団
の
鈴
木
信
一
理
事

長
が
小こ

び
ん瓶
を
取
り
出
し
、
天
竜
の
水
を
入

れ
ま
す
。「
こ
の
水
を
金
原
翁お

う

の
墓ぼ

ぜ
ん前
に

捧
げ
、
今
日
の
磐
田
用
水
通
水
の
成
功
を

報
告
し
た
い
」。
参
加
者
全
員
が
感か

ん
る
い涙
に

む
せ
ん
だ
一
瞬
で
し
た
。

◇

あ
ら
ゆ
る
困
難
に
耐
え
抜
い
て
地
元
を

ま
と
め
て
き
た
磐
田
用
水
東
部
水
利
組
合

主
事
・
江
塚
勝
馬
。
文
人
で
も
あ
っ
た
彼

は
石
碑
に
一
句
刻
ん
で
い
ま
す
。

「
水
滾こ

ん
こ
ん々  

七
千
町
歩  

豊
の
秋
」

「
金
は
出
し
た
が
水
は
コ
ン
コ
ン
」
と
嘲

ら
れ
な
が
ら
こ
の
世
を
去
っ
た
明
治
の

先せ
ん
じ
ん人

た
ち
へ
の
、
あ
ら
ん
限
り
の
感
謝
を

込
め
た
返
歌
で
し
た
。

＊
１ 

農
地
開
発
営
団
…
…
戦
時
下
の
食
糧
増
産
を
目
的
に

創
ら
れ
た
特
殊
法
人
。

＊
２ 
農
業
増
産
報
国
隊
…
…
食
糧
増
産
の
た
め
、
農
村
の

一
八
～
二
五
歳
ま
で
の
青
少
年
を
部
隊
に
編
成
し
、
耕
作

放
棄
地
な
ど
に
あ
た
ら
せ
た
組
織
。

洋
戦
争
に
突
入
。
大
不
況
に
加
え
資
材
不

足
、
物
価
高こ

う
と
う騰
。
工
事
は
ま
っ
た
く
停て

い
た
い滞

と
い
う
最
悪
の
事
態
を
迎
え
ま
す
。

唯
一
の
打
開
策
は
事
業
を
農
地
開
発
営

団
＊
１
に
移
管
す
る
こ
と
で
し
た
。
関
係

者
は
猛
烈
な
攻
勢
が
実
っ
て
よ
う
や
く

許
可
が
下
り
た
も
の
の
地
元
負
担
金
は

一
八
万
二
千
円
。
と
う
て
い
払
え
る
額
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
絶
体
絶
命
の
窮き

ゅ
う
ち地
を
救
っ
た
の
が

故
金
原
明
善
翁
の
金
原
治
山
治
水
財
団
で

し
た
。
し
か
も
全
額
寄
付
と
い
う
今こ

ん
に
ち日
で

は
考
え
ら
れ
な
い
義ぎ

き
ょ挙
。

さ
ら
に
最
後
の
苦
難
が
立
ち
は
だ
か
り

ま
す
。
戦
局
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、

い
よ
い
よ
資
材
、
労
働
力
の
確
保
が
尽
き

て
き
た
の
で
す
。
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出典：『磐田の記録写真 第二集 磐田の産業』

天竜川から初めて通水された用水（昭和19年）

阿蔵取水口農業増産報国隊の工事



こ
の
事
業
の
完
了
は
昭
和
二
十
二
年
、
つ
い
に
磐
南
平
野
は
千
年
と
続
い
た
地
形

的
宿
命
を
克
服
し
、
歴
史
上
初
め
て
尽
き
る
こ
と
な
き
豊
流
天
竜
川
の
水
を
得
る
こ

と
に
な
る
の
で
す
。

し
か
し
そ
れ
も
束
の
間
、
戦
後
の
経
済
成
長
に
伴
う
電
力
需
要
の
増
加
に
よ
っ
て

天
竜
川
上
流
に
は
次
々
と
発
電
ダ
ム
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
が
始
ま
り
ま
す
。
川
の
流
量

や
流り

ゅ
う
し
ん身
が
激
し
く
変
化
し
、
阿
蔵
取
水
口
も
用
を
な
さ
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。

真
に
磐ば

ん
じ
ゃ
く石
の
水
利
シ
ス
テ
ム
が
出
来
上
が
る
の
は
、
発
電
、
工
業
水
、
上
水
道
な

ど
天
竜
川
の
総
合
開
発
事
業
に
よ
り
船ふ

な
ぎ
ら明
ダ
ム
か
ら
の
直
接
導
水
が
可
能
に
な
る
国

営
農
業
水
利
事
業
の
完
了
（
昭
和
五
十
九
年
）。
実
に
犬
塚
祐
一
郎
の
社
山
疏
水
案
か

ら
百
五
十
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
の
で
す
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
今
の
磐
南
平
野
は
県
下
一
の
穀
倉
地
帯
。
洪
水
か
ら

も
渇
水
か
ら
も
解
放
さ
れ
、
用
水
も
滞

と
ど
こ
おり
な
く
配
水
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
と
言
う
か
、
ゆ
え
に
と
言
う
べ
き
か
、
こ
う
し
た
先せ

ん
じ
ん人
た
ち
の
偉
大
な
る

業
績
も
い
つ
の
間
に
か
風
化
し
、
も
は
や
、
水
は
空
気
同
様
あ
っ
て
当
た
り
前
、
洪

水
は
な
く
て
当
た
り
前
。
先
人
た
ち
が
命
を
か
け
て
守
り
ぬ
い
て
き
た
水
田
も
、
と

も
す
れ
ば
社
会
に
軽
ん
じ
ら
れ
、
見
捨
て
ら
れ
よ
う
と
す
ら
し
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
見
抜
く
か
の
よ
う
に
江
塚
勝
馬
は
『
磐
田
用
水
誌
』（
昭
和
二
十
七
年

発
行
）
に
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。「
最
初
に
見
た
処
女
水
の
み
が
尊
い
の
で
は
な
い
。

数
百
年
後
に
こ
の
用
水
路
を
流
れ
る
水
に
も
、
こ
れ
を
引
く
た
め
に
創
業
時
代
の
関

係
者
の
血
と
汗
と
涙
が
溶
け
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」。

金
字
塔
と
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
こ
と
。
転
じ
て
不ふ

き
ゅ
う
ふ
め
つ

朽
不
滅
の
業
績
を
意
味
し
ま
す
。

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
確
か
に
古
代
の
偉
大
な
る
建
造
物
で
す
が
、
王
や
貴
族
の
墓
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、名
倉
太
郎
馬
や
社
山
疏
水
を
築
い
て
き
た
先
人
た
ち
の
業
績
は
、

今
も
な
お
何
十
万
、
何
百
万
人
の
命
を
救
い
、
養
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
は
る
か
に
超
え
る
資
産
で
あ
り
、
真
の
意
味
で
金
字
塔
と
言
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と 

―
― 

そ
れ
は
、
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
磐
南

平
野
は
先
人
た
ち
が
命
を
か
け
て
築
い
て
き
た
水
路
や
堤
防
（
歴
史
的
資
産
）
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
人
工
の
大
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
の
水
路
が
地
震
な
ど
で
破
壊
、
あ
る
い
は
老
朽
化
す
れ
ば
、

私
た
ち
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
明
治
の
頃
の
農
村
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

近
年
、
山
は
荒こ

う
は
い廃
し
、
生
き
物
も
次
第
に
少
な
く
な
り
、
食
糧
危
機
や
石
油
の

枯こ
か
つ渇
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は
、
今
を
知
り
、
未
来
を
創
る
こ
と
。

聖
徳
太
子
の
頃
か
ら
見
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
変
わ
り
は
て
ま
し
た
。
貴
族
も

武
士
も
い
な
く
な
り
、
馬
が
走
っ
た
道
を
無
数
の
車
が
走
っ
て
い
ま
す
。
飛
行
機
、

新
幹
線
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
…
…
。

し
か
し
、
奈
良
時
代
の
昔
か
ら
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
を
変
え
ず
に
存
続
し
て
き
た
も

の
も
あ
り
ま
す
。 

―
― 

寺
社
と
田
畑
。

私
た
ち
が
生
き
る
、
あ
る
い
は
次
世
代
が
生
き
延
び
る
た
め
の
真
の
資
産
と
は
何

で
し
ょ
う
か
。

先
人
た
ち
が
成
し
遂と

げ
た
こ
の
偉
大
な
る
業
績
に
思
い
を
馳は

せ
つ
つ
、
そ
の
こ
と

を
皆
で
考
え
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

 

―
―  

磐
南
平
野
が
豊
か
で
あ
る
う
ち
に
。

磐
南
平
野
の
金き

ん

字じ

塔と
う
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【終章】磐南平野の金字塔
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