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『
赤
川
沿
革
誌
』

赤
川
は
藤
沢
周
平
の
『
蝉
し
ぐ
れ
』

に
も
最
初
に
出
て
く
る
、
庄
内
を
代
表

す
る
川
で
す
。
庄
内
平
野
は
、
主
に
そ

の
赤
川
と
最
上
川
、
日
向
川

に
っ
こ
う
が
わ

、
月
光
川

な
ど
か
ら
の
流
出
土
砂
の
堆
積
な
ど
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
平
野
で
す
。
そ
し

て
、
赤
川
は
水
田
開
発
に
お
け
る
水
源

と
し
て
、
大
き
な
役
割
も
果
た
し
て
き

ま
し
た
。

赤
川
普
通
水
利
組
合
（
庄
内
赤
川
土
地
改

良
区
の
前
身
）
は
、
１
９
０
２
年
（
明
治
35
）

『
赤
川
沿
革
誌
』
を
刊
行
し
ま
し
た
が
、

長
い
時
間
の
経
過
と
と
も
に
本
は
失
わ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

昭
和
30
年
代
に
入
っ
て
、
赤
川
土
地
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改
良
区
連
合
が
赤
川
の
歴
史
を
ま
と
め

た
本
を
出
版
し
よ
う
と
企
画
し
、
い
ろ

い
ろ
資
料
を
あ
た
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

当
時
、
庄
内
農
業
高
等
学
校
に
お
ら
れ

た
佐
藤
誠
朗

し
げ
ろ
う

さ
ん
（
の
ち
に
新
潟
大
学
教
授
）

に
、
あ
る
方
が
１
冊
の
本
を
持
参
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
が
『
赤
川
沿
革
誌
』
で

し
た
。
佐
藤
誠
朗
さ
ん
と
、
当
時
、
山

形
大
学
に
お
ら
れ
た
農
業
土
木
の
志
村

博
康
さ
ん
（
の
ち
に
東
京
大
学
教
授
）
の
お

二
人
が
、
そ
の
本
を
元
に
書
き
上
げ
た

の
が
、『
赤
川
史
』（
赤
川
土
地
改
良
区
連
合

１
９
６
６
）
で
す
。

１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
『
赤
川
沿
革

誌
』
の
復
刻
に
あ
た
り
、
初
代
の
『
赤

川
沿
革
誌
』
の
所
在
を
調
べ
ま
し
た
が
、

原
本
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
発
見
当
時
、
ブ
ル
ー
コ
ピ
ー

を
取
っ
た
も
の
が
現
存
し
て
い
た
の
で
、

復
刻
版
の
『
赤
川
沿
革
誌
』
は
そ
れ
を

元
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
当
時
の

ブ
ル
ー
コ
ピ
ー
の
原
紙
が
見
つ
か
り
、

山
形
大
学
農
学
部
図
書
館
に
保
存
さ
れ

て
い
ま
す
。

河
道
固
定
か
ら
始
ま
る

国
づ
く
り

鶴
岡
市
市
街
地
に
は
、
青
龍
寺
川

し
ょ
う
り
�
う
じ
が
わ

と

い
う
川
が
町
の
真
ん
中
を
流
れ
て
い
て
、

以
前
は
こ
れ
が
赤
川
の
本
流
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
最
上
義
光

も
が
み
よ
し
あ
き

が
城
を
築

い
た
と
き
に
、
山
側
の
東
岩
本
地
区
を

通
る
形
で
赤
川
を
東
遷
さ
せ
、
旧
河
道

は
青
龍
寺
川
と
し
て
農
業
用
水
路
に
利

用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

山
形
市
に
も
城
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

ち
ら
も
馬
見
ヶ
崎
川

ま
み
が
さ
き
が
わ

の
扇
状
地
で
、
山

側
に
川
を
寄
せ
て
旧
河
道
は
農
業
用
水

路
（
五
堰
）
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
河

川
の
流
路
を
固
定
で
き
る
治
水
技
術
が

発
達
し
た
段
階
で
、
扇
状
地
が
利
用
可

能
な
土
地
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

『
赤
川
史
』
に
よ
り
ま
す
と
、
赤
川
で

は
あ
る
区
間
、
左
岸
側
に
比
べ
右
岸
側

の
堤
防
天
端

て
ん
ば

高
を
低
く
つ
く
り
、
出
水

時
に
は
そ
ち
ら
側
に
水
を
あ
ふ
れ
さ
せ

る
こ
と
で
、
守
る
べ
き
と
こ
ろ
（
城
下
町

側
）
の
安
全
を
図
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
当
時
の
治
水
の
考
え
方
で
す
。

『
蝉
し
ぐ
れ
』
の
よ
う
に
、
出
水
時
に

は
堤
防
を
人
為
的
に
切
る
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

赤
川
放
水
路
の
建
設

赤
川
普
通
水
利
組
合
は
、
明
治
以
降
、

国
や
県
に
よ
る
治
水
が
ほ
と
ん
ど
行
な

わ
れ
な
い
時
代
に
、
１
８
８
５
年
（
明

治
18
）
赤
川
筋
水
利
土
功
会
の
あ
と
を

受
け
て
１
８
９
２
年
（
明
治
25
）
組
織
さ

れ
ま
し
た
。
組
織
の
メ
ン
バ
ー
は
、
地

主
た
ち
で
す
。

こ
れ
ら
の
組
織
が
設
立
さ
れ
た
目
的

は
、
赤
川
の
改
修
で
す
。
記
録
に
よ
る

と
内
務
省
に
よ
る
工
事
は
低
水

て
い
す
い

工
事

（
河
岸
工
事
や
河
床
の
浚
渫
な
ど
、
主
に
利
水
の
た

1902年（明治35）赤川普通水利組合によって

刊行された『赤川沿革誌』の緒言には、

「河川管理の業務に従事する者の参考のために著され、
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古老のオーラルヒストリーによるところも大きく、

明治19年に火災により書類が散逸したので、

それ以前のことについては漏れがある」という趣旨のことが書いてあります。

庄内平野の水使いのルールの変遷や歴史は、

この貴重な文献によって、明らかにされました。

庄内平野の農業用水を熟知した前川勝朗さんが、

赤川水利についてひもときます。

庄内の里川 赤川と赤川頭首工
頭首工
とうしゅこう

（用水路の頭首に設置される工作物）
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め
に
行
な
う
工
事
）
で
、
高
水

こ
う
す
い

工
事
（
堤
防
工

事
や
放
水
路
の
整
備
な
ど
、
氾
濫
防
止
の
た
め
に
、

最
高
水
位
を
計
算
し
て
行
な
う
工
事
）
は
赤
川

普
通
水
利
組
合
が
行
な
っ
て
お
り
、
内

務
省
が
直
轄
事
業
と
し
て
赤
川
下
流
部

の
高
水
工
事
に
着
手
す
る
に
は
、
１
９

１
７
年
（
大
正
６
）
ま
で
待
た
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
伝
統
が
あ
る
せ
い
か
、
庄

内
の
人
た
ち
は
自
治
意
識
が
高
い
よ
う

で
す
。
逆
に
自
治
意
識
が
高
い
か
ら
、

こ
れ
だ
け
の
工
事
が
で
き
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

１
８
９
６
年
（
明
治
29
）
に
河
川
法
が

制
定
さ
れ
た
と
き
も
、
赤
川
が
河
川
法

適
用
に
な
る
こ
と
に
反
対
し
て
、
内
務

省
の
低
水
工
事
に
か
か
わ
る
県
の
維
持

修
繕
事
業
を
組
合
に
移
管
し
て
ほ
し
い
、

と
い
う
請
願
ま
で
出
し
て
い
ま
す
。

１
６
７
２
年
（
寛
文
12
）
幕
命
を
受
け

た
河
村
瑞
賢

ず
い
け
ん

は
、
酒
田
か
ら
下
関
を
結

ぶ
西
廻
り
航
路
を
開
通
さ
せ
ま
し
た
。

内
陸
部
か
ら
の
米
や
紅
花
を
酒
田
に
運

び
、
酒
田
に
集
荷
し
て
上
方
（
関
西
地
方
）

に
送
る
こ
と
で
利
益
を
上
げ
て
い
た
庄

内
に
と
っ
て
、
最
上
川
の
舟
運
は
非
常

に
重
要
で
し
た
。
西
廻
り
航
路
が
開
通

し
て
か
ら
、
酒
田
は
さ
ら
に
重
要
な
経

済
都
市
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。

か
つ
て
、
庄
内
砂
丘
を
抜
け
て
日
本

海
に
注
ぐ
の
は
最
上
川
１
本
で
し
た
。

平
野
部
で
あ
る
最
上
川
下
流
部
に
赤
川

や
日
向
川
が
注
ぎ
込
ん
で
い
た
た
め
に
、

河
口
域
が
氾
濫
域
に
な
り
、
最
上
川
氾

全可動型ゲートとして1968年度（昭和43）、鶴岡市に完成した赤川頭首工。

濫
水
の
逆
流
と
い
う
自
体
も
し
ば
し
ば

起
こ
り
ま
し
た
。
赤
川
筋
水
利
土
功
会

が
治
水
を
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
た
と

い
う
の
も
、
こ
う
い
う
背
景
が
あ
っ
て

の
こ
と
で
す
。

以
前
か
ら
、
赤
川
下
流
域
の
水
害
を

防
ぐ
に
は
、
黒
森
山
と
い
う
山
を
掘
り

割
っ
て
庄
内
砂
丘
を
横
切
り
、
赤
川
を

日
本
海
に
直
接
放
流
す
る
人
工
水
路
の

開
削
が
有
効
だ
、
と
い
わ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
赤
川
下
流
は
酒
田
—
鶴
岡
間
に

お
け
る
重
要
な
舟
路
で
あ
り
、
合
意
を

得
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
た
。

し
か
し
、
内
務
省
が
低
水
管
理
し
て

い
た
地
域
に
国
道
を
通
す
た
め
に
湿
地

の
水
を
抜
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
、
１
９
１
７
年
（
大
正
６
）
直
轄
改

修
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

こ
の
辺
り
は
、
最
上
川
と
赤
川
の
真

ん
中
で
す
の
で
、
も
と
も
と
は
沼
地
で

す
。
国
土
地
理
院
の
地
図
で
一
番
古
い

１
９
１
３
年
（
大
正
２
）
の
地
図
に
は
、

ま
だ
湿
地
が
読
み
取
れ
ま
す
。
そ
こ
に

国
道
が
通
っ
て
線
路
が
敷
か
れ
、
１
９

１
８
年
（
大
正
７
）
酒
田
—
鶴
岡
間
に
も

鉄
道
が
開
通
し
、
赤
川
は
舟
路
と
し
て

の
価
値
を
徐
々
に
失
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
内
務
省
は
最
上
川
と
赤
川

の
分
離
を
行
な
う
た
め
に
、
１
９
２
１

年
（
大
正
10
）
赤
川
放
水
路
建
設
事
業
に

着
手
、
１
９
３
６
年
（
昭
和
11
）
に
通
水

し
ま
し
た
。

信
濃
川
の
大
河
津

お
お
こ
う
づ

分
水
な
ど
も
同
じ

で
、
放
水
路
を
つ
く
っ
て
速
く
海
に
排

水
す
る
こ
と
で
下
流
域
の
洪
水
を
防
い

で
い
ま
す
。
日
向
川
も
同
様
に
、
１
８

０
７
〜
１
８
０
８
年
（
文
化
４
〜
５
）
下

流
の
水
は
け
を
良
く
す
る
た
め
に
新
川

掘
割
工
事
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
赤
川
新
川
完
成
後
も
、
旧
流
路

で
あ
る
旧
・
赤
川
は
、
最
上
川
に
注
ぐ

形
で
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
ま
し
た
。
旧
・

赤
川
が
完
全
に
締
め
切
ら
れ
た
の
は
１

９
５
３
年
（
昭
和
28
）
の
こ
と
で
す
。

１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）
、
６
年
の
歳

月
を
か
け
た
荒
沢
ダ
ム
が
赤
川
の
上
流

に
完
成
し
ま
し
た
。
洪
水
調
節
及
び
灌か

ん

漑が
い

用
水
、
水
力
発
電
と
い
う
多
目
的
ダ

ム
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
県
管
理
の
中
で

は
最
大
規
模
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

ダ
ム
の
建
設
に
よ
り
、
荒
沢
集
落
42
戸

２
０
０
余
名
が
移
転
し
ま
し
た
が
、
こ

こ
で
は
賠
償
金
で
は
な
く
代
替
え
地
を

出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
代
替
え

地
と
な
っ
た
の
が
、
赤
川
放
水
路
が
完

成
し
て
旧
河
道
に
な
っ
た
土
地
で
す
。

こ
れ
は
先
進
事
例
だ
と
い
う
こ
と
で
、

著
名
な
研
究
者
が
水
没
補
償
の
事
例
研

究
に
据
え
ま
し
た
。
今
で
も
往
時
の
流

路
跡
を
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
馬
暖
流
の
恩
恵
も

東
北
６
県
を
見
た
と
き
に
、
山
形
に

は
非
常
に
特
徴
的
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
大
変
豊
か
な
土
地
柄
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
冷
害
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
、

例
え
ば
天
保
の
大
飢
饉
（
１
８
３
３
年
〈
天



保
４
〉
〜
１
８
３
９
年
〈
天
保
10
〉
終
息
年
に
は

諸
説
あ
り
）
の
と
き
で
も
、
娘
の
身
売
り

や
餓
死
者
が
出
な
か
っ
た
。
庄
内
に
出

て
く
れ
ば
生
き
延
び
ら
れ
た
。
文
献
に

は
そ
う
し
た
記
録
が
度
々
見
ら
れ
ま
す
。

生
物
の
分
布
に
も
そ
れ
が
表
わ
れ
て

い
ま
す
。
庄
内
に
は
、
南
方
系
の
植
物

が
結
構
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に

は
冷
害
が
な
い
。
ま
っ
た
く
な
い
と
は

言
え
ま
せ
ん
が
、
平
地
に
お
い
て
は
東

北
６
県
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と

言
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い
で
す
。
１
９
９

３
年
（
平
成
５
）
に
東
北
６
県
が
被
害
を

受
け
た
冷
害
の
と
き
も
、
庄
内
で
は
そ

れ
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
は
、
対
馬
暖
流
の
お
蔭
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
九
州
か
ら
上
が
っ
て
き
て
、

新
潟
沖
を
通
っ
て
、
秋
田
の
男
鹿
半
島

に
ぶ
つ
か
っ
て
拡
散
す
る
暖
流
で
す
。

一
方
、
北
か
ら
く
る
海
流
は
、
仙
台

〜
福
島
沖
を
通
っ
て
い
ま
す
。
面
白
い

こ
と
に
仙
台
の
ほ
う
が
鶴
岡
よ
り
緯
度

が
多
少
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
仙
台
市

緯
度：

38
度
16
分
　
鶴
岡
市
緯
度：

38
度
43
分
）
、

桜
の
開
花
が
遅
い
の
で
す
。

乾
田
馬
耕
の
普
及

庄
内
平
野
の
耕
作
面
積
は
お
よ
そ
４

万
ha
で
、
水
利
施
設
は
１
６
０
０
年
代

か
ら
本
格
的
な
も
の
が
つ
く
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
半
ば
ま
で
の
稲
作
は
、
一
年
中
、

田
に
水
を
張
っ
た
ま
ま
の
湿
田
で
行
な

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、

乾
田
は
稲
作
が
終
わ
る
と
水
を
落
と
し

田
を
乾
燥
さ
せ
る
も
の
で
す
。
乾
燥
さ

せ
る
と
肥
料
分
が
吸
収
さ
れ
や
す
く
な

り
、
米
の
収
量
増
に
結
び
つ
き
ま
す
。
　
　
　

た
だ
、
耕
耘

こ
う
て
ん

作
業
に
は
大
変
な
労
力

が
必
要
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
人
力
か

ら
馬
な
ど
に
頼
っ
た
耕
起
へ
移
行
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
水
田
を
乾
田
化

し
、
耕
耘
に
畜
力
を
利
用
す
る
農
法
を

乾
田
馬
耕

か
ん
で
ん
ば
こ
う

と
い
い
ま
す
。

記
録
に
よ
る
と
、
明
治
30
年
ご
ろ
乾

田
馬
耕
が
行
な
わ
れ
た
地
域
は
飽
海
郡
、

東
田
川
郡
合
わ
せ
て
八
千
数
百
町
歩
に

わ
た
っ
た
そ
う
で
す
。
現
在
も
、
酒
田

市
宮
内
と
鶴
岡
市
藤
島
地
区
（
旧
・
東
田

川
郡
藤
島
町
）
に
〈
乾
田
記
念
碑
〉
が
建

っ
て
い
ま
す
。

平
坦
地
に
水
を
掛
け
る
の
に
、
電
動

ポ
ン
プ
が
い
ち
早
く
使
わ
れ
ま
し
た
た

め
、
庄
内
は
〈
電
動
式
ポ
ン
プ
発
祥
の

地
〉
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
町
溝

お
お
ま
ち
こ
う

は
、
上
杉
景
勝
の
重
臣
で
あ

る
甘
粕
景
継
が
１
５
９
１
年
（
天
正
19
）

最
上
川
右
岸
の
灌
漑
を
図
る
た
め
に
建

設
し
た
用
水
路
で
す
が
、
こ
こ
で
は
明

治
の
時
代
に
ド
イ
ツ
か
ら
揚
水
ポ
ン
プ

を
輸
入
し
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の
１
基

38水の文化 43『庄内の農力』 2013／2

は
、
今
も
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
最
上
川
下
流
部
は
堤
防
も
未

完
成
で
澪
筋

み
お
す
じ

が
変
化
し
、
取
水
が
安
定

し
な
か
っ
た
た
め
に
、
せ
っ
か
く
の
揚

水
ポ
ン
プ
も
残
念
な
が
ら
長
く
使
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ

う
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
新
し
い
も
の
を

取
り
入
れ
る
先
取
の
気
概
や
、
良
い
と

思
う
こ
と
は
率
先
し
て
取
り
込
ん
で
い

く
気
風
が
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

赤
川
頭
首
工
と
分
水
工

乾
田
馬
耕
は
畜
力
を
利
用
す
る
た
め

に
、
結
果
的
に
耕
作
面
積
が
増
え
た
。

効
率
的
に
耕
作
す
る
た
め
に
も
耕
地
整

理
が
積
極
的
に
行
な
わ
れ
、
明
治
末
の

耕
地
整
理
実
施
率
は
、
県
内
の
他
地
区

が
せ
い
ぜ
い
30
％
弱
な
の
に
比
べ
て
、

庄
内
で
は
50
％
以
上
と
な
り
ま
し
た
。

乾
田
馬
耕
と
い
う
と
田
ん
ぼ
が
乾
い

て
い
る
ん
だ
か
ら
水
が
少
な
く
て
も
済

む
ん
だ
ろ
う
、
と
勘
違
い
さ
れ
る
人
も

い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

春
先
に
一
斉
に
田
に
水
を
入
れ
る
た
め

に
、
一
時
期
に
た
く
さ
ん
の
水
が
必
要

で
す
。
赤
川
頭
首
工

と
う
し
�
こ
う

を
設
計
し
た
技
師

が
、「
乾
田
馬
耕
に
な
る
と
、
水
需
要

が
従
来
の
1.4
倍
に
な
る
」
と
予
測
し
て

い
る
ほ
ど
で
す
。
乾
田
馬
耕
に
よ
っ
て

用
水
を
増
や
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
求

が
下
流
地
域
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

今
ま
で
の
水
利
権
で
は
処
理
で
き
な
い

課
題
と
な
り
ま
し
た
。

農
業
生
産
の
増
加
は
、
農
業
用
水
の

配
分
ル
ー
ル
を
見
直
す
こ
と
に
も
つ
な

が
り
ま
し
た
。
上
流
の
発
電
ダ
ム
と
の

水
利
調
整
も
複
雑
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

地
元
で
は
大
鳥
湖
で
の
水
源
開
発
や
、

揚
水
機
を
使
っ
て
周
辺
の
河
川
か
ら
取

水
す
る
な
ど
と
い
っ
た
、
新
た
な
解
決

策
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

１
９
６
４
〜
１
９
７
４
年
（
昭
和
39
〜

49
）
に
行
な
わ
れ
た
国
営
赤
川
土
地
改

良
事
業
も
そ
の
一
環
で
す
。
受
益
面
積

１
万
２
０
０
０
ha
の
赤
川
頭
首
工
、
赤

川
揚
水
機
場
及
び
幹
線
用
水
路
が
新
設

さ
れ
ま
し
た
。
赤
川
頭
首
工
は
、
そ
れ

ま
で
あ
っ
た
九
つ
の
取
り
入
れ
口
を
合ご

う

口ぐ
ち

し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

河
川
か
ら
取
水
し
た
水
は
、
一
定
の

比
率
で
分
け
ら
れ
ま
す
が
、
流
入
水
は

季
節
や
気
候
で
変
わ
り
ま
す
。
赤
川
頭

首
工
は
、
河
川
か
ら
の
取
水
直
後
に
、

流
入
量
が
変
わ
っ
て
も
比
率
が
変
わ
ら

な
い
よ
う
に
配
分
で
き
る
分
水
系
を
採

用
し
て
い
ま
す
。

流
入
水
は
２
系
統
に
分
け
ら
れ
、
一

方
は
開
水
路
で
流
れ
、
も
う
一
方
は
川

の
底
を
サ
イ
フ
ォ
ン
で
く
ぐ
ら
せ
た
管

路
の
流
れ
で
対
岸
に
達
し
ま
す
。
こ
の

〈
開
水
路
―
サ
イ
フ
ォ
ン
分
水
系
〉
の

流
れ
を
理
論
と
実
験
か
ら
導
い
た
の
が
、

志
村
博
康
さ
ん
で
す
。

分
水
工
と
い
う
の
は
、
水
路
を
流
れ

て
き
た
農
業
用
水
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

区
に
所
定
の
流
量
に
配
分
す
る
た
め
の

施
設
で
す
。
　

乾田馬耕が進むと水不足が一層進み、水争いが絶えなくなった。これを憂えた豪農・木村九
兵衛宅に婿養子に入った民吉は、電力を利用した灌漑に着目し、矢馳（やばせ）揚水機組合
を組織し電力揚水機を設置。その記念碑が、今も残る。
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分
水
工
に
は
、

１
　
ゲ
ー
ト
や
バ
ル
ブ
な
ど
を
使
っ
て

分
け
る
〈
操
作
式
分
水
工
〉

２
　
流
量
に
関
係
な
く
一
定
の
比
率
に

な
る
よ
う
に
水
を
分
け
る
〈
定
比

式
分
水
工
〉

３
　
流
量
が
変
化
し
て
も
一
定
流
量
の

水
を
分
け
る
た
め
に
ゲ
ー
ト
を
利

用
す
る
〈
定
量
式
分
水
工
〉

と
い
う
三
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

一
般
の
人
も
よ
く
知
っ
て
い
る
円
筒

分
水
工
、
開
水
路
で
速
い
流
れ
（
射
流
）

を
発
生
さ
せ
隔
壁
に
よ
る
堰
幅
が
ほ
ぼ

分
水
比
に
な
る
射
流
分
水
工
な
ど
が

〈
定
比
式
分
水
工
〉
に
含
ま
れ
ま
す
。

赤
川
頭
首
工
を
つ
く
っ
た
と
き
に
は
、

取
水
直
後
の
分
水
に
ゲ
ー
ト
で
分
水
量

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
が
難
し
か
っ

た
ん
で
す
が
、
昭
和
40
年
こ
ろ
か
ら

徐
々
に
、
中
小
の
分
水
工
に
お
い
て
も

水
量
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
な
う
た
め
に

ゲ
ー
ト
を
設
置
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
赤
川
頭
首
工
に
採
用
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
分
水
系
は
、
今
で
は
珍
し
い
も

の
に
な
り
ま
し
た
。

農
業
だ
け
で
は
な
く

地
域
全
体
へ

基
盤
整
備
な
ど
の
諸
事
業
で
、
用
水

路
も
整
備
さ
れ
て
、
次
は
配
水
管
理
で

す
。
配
水
管
理
の
仕
方
を
調
べ
て
い
く

と
、
地
域
ご
と
に
実
に
多
様
な
仕
方
を

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
試
し
て
み
て
、
う
ま
く
い
か
な
い

と
き
は
ロ
ー
カ
ル
な
特
徴
に
従
っ
て
工

夫
し
て
い
る
の
で
す
。
旱
魃

か
ん
ば
つ

の
と
き
に

河
川
か
ら
の
水
量
が
半
分
に
な
っ
た
と

き
に
、
水
量
半
分
で
全
体
に
配
水
す
る

の
も
一
つ
、
地
域
限
定
で
水
を
配
る

〈
番
水
〉
と
い
う
や
り
方
も
一
つ
で
す
。

実
際
に
旱
魃
に
な
っ
た
と
き
に
試
し

て
い
る
ん
で
す
。
国
営
事
業
の
幹
線
用

水
路
に
お
い
て
、
地
域
限
定
で
配
水
し

た
ら
、
水
路
側
壁
か
ら
あ
ふ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
う
い
う
経
験
も
し
て
、
国
営

事
業
の
幹
線
用
水
路
の
所
ま
で
は
河
川

か
ら
の
取
水
量
減
に
対
応
し
て
減
水
し

て
配
水
を
行
な
い
、
そ
の
先
の
中
小
の

支
線
用
水
路
に
ど
う
配
る
か
は
、
地
域

の
自
主
性
に
任
せ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
支
線
用
水
路
に

お
い
て
は
上
流
優
位
で
水
は
先
端
に
行

く
ほ
ど
少
な
く
な
る
。
そ
れ
で
、
下
流

の
田
ん
ぼ
の
稲
が
枯
れ
る
事
例
も
生
じ

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ル
ー
ル
を
つ
く

っ
て
、
公
平
に
田
に
水
が
行
き
渡
る
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
水
管
理
は
地
域
で
決
め
る
こ
と
が

肝
要
の
よ
う
で
す
。

東
北
６
県
で
冷
害
が
起
き
た
１
９
９

３
年
（
平
成
５
）
で
す
ら
、
山
形
大
学
の

農
場
で
採
れ
た
米
は
す
べ
て
１
等
米
で

し
た
。
こ
れ
は
、
巧
み
な
水
管
理
の
賜

物
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

庄
内
平
野
は
勾
配
が
１
／
２
０
０
０

な
ど
と
平
坦
で
す
か
ら
、
開
水
路
で
水

を
配
る
の
が
難
し
い
。
そ
れ
で
パ
イ
プ

39 庄内の里川 赤川と赤川頭首工

を
埋
設
し
て
ポ
ン
プ
で
圧
を
か
け
、
蛇

口
を
捻
る
と
水
が
出
る
よ
う
な
仕
組
み

に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
電
気
代
な

ど
の
維
持
管
理
費
が
か
さ
ん
で
、
こ
れ

だ
け
米
価
が
下
が
っ
て
く
る
と
苦
し
く

な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

地
域
の
水
を
管
理
す
る
場
合
、
や
は

り
主
体
と
な
る
の
は
土
地
改
良
区
の
よ

う
で
す
。
何
し
ろ
、
長
年
水
管
理
に
携

わ
っ
て
き
た
水
の
専
門
家
な
の
で
す
か

ら
。
施
設
は
つ
く
れ
ば
終
わ
り
で
は
な

く
、
機
能
す
る
た
め
に
維
持
管
理
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
水
は
農
業
の
た
め
だ
け
に
あ

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
農
村
に
お
け

る
水
は
、
生
産
環
境
の
た
め
の
水
と
生

活
環
境
の
た
め
の
水
に
分
け
ら
れ
、
そ

れ
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
有
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
に
は
、
生
態
系
保
全
機

能
、
水
質
浄
化
機
能
、
地
下
水
涵
養
機

能
、
景
観
に
対
す
る
機
能
な
ど
が
含
ま

れ
ま
す
。
農
業
だ
け
で
は
な
く
、「
水

は
地
域
の
も
の
」
と
い
う
認
識
が
、
一

層
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

土
地
改
良
区
の
存
在
も
地
域
全
体
の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
水
管
理
に
お
い

て
も
、
地
域
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
大

切
と
思
い
ま
す
。取

材：

２
０
１
２
年
９
月
11
日

左：開水路サイフォン分水系における取水直後の開水路側の様
子。
下：左の写真の水は、下の写真の水路で各受益地に運ばれてい
く。2系統に分けられたもう一方の流入水は、川の底をサイフォ
ンでくぐって対岸に達する。


