
水
と
か
か
わ
る
う
え
で
の

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫

　

水
は
常
に
循
環
し
て
い
て
、
時
間
的

に
も
空
間
的
に
も
変
動
し
ま
す
。
そ
ん

な
水
に
対
し
、
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
を
し
て
活
用
し
た
り
、
も
た
ら
さ
れ

る
悪
影
響
を
回
避
し
た
り
し
て
き
ま
し

た
。

　

人
間
に
よ
る
最
初
の
工
夫
は
、
洪
水

や
冠
水
を
避
け
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
人
間
は
、
農
耕
牧
畜
を
始
め

る
前
ま
で
は
１
５
０
人
く
ら
い
の
集
団

で
狩
猟
採
集
を
行
な
っ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
集
団

で
は
、
長
老
的
な
人
物
が
集
団
を
危
機

に
陥
れ
る
付
近
の
水
の
状
況
を
把
握
す

る
た
め
の
知
恵
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で

す
。

　

次
の
段
階
が
農
業
生
産
の
た
め
の
工

夫
で
す
。
定
住
型
の
農
耕
が
確
立
さ
れ

る
前
の
時
代
か
ら
、
食
用
の
植
物
に
人

為
的
に
水
を
か
け
る
こ
と
で
生
育
が
安

定
す
る
と
い
う
発
見
は
な
さ
れ
て
い
て
、

一
部
の
地
域
で
は
そ
う
し
た
行
為
が
行

な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

作
物
生
育
に
お
け
る
水
の
役
割
が
認

知
さ
れ
る
と
、
次
は
さ
ら
な
る
工
夫
で

「
安
定
し
た
供
給
」
を
目
指
す
よ
う
に

な
り
、
近
く
の
渓
流
の
水
を
自
分
た
ち

の
農
地
ま
で
引
い
て
使
う
と
い
っ
た
、

初
歩
的
な
「
灌
漑
」
と
呼
ぶ
べ
き
段
階

に
入
っ
て
い
き
ま
す
。

　

安
定
し
て
水
が
手
に
入
る
状
況
と
い

う
の
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
し
た
。
自

然
の
川
の
水
位
や
流
量
は
変
わ
り
ま
す

し
、
雨
が
溜
ま
っ
て
で
き
る
水
溜
ま
り

も
、
時
間
が
経
て
ば
枯
れ
て
消
え
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
ん
な
水
を
定
常
的
に
安

定
し
て
利
用
で
き
る
技
術
が
育
ま
れ
て

い
く
と
、
水
を
資
源
と
す
る
道
が
開
け

て
い
き
ま
し
た
。

「
灌
漑
」
に
近
い
段
階
に
進
む
過
程
で

は
、
過
渡
的
な
工
夫
も
見
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
な
ん
ら
か
の
し
く
み
で
雨
水

を
溜
め
利
用
す
る
工
夫
や
、
エ
ジ
プ
ト

の
ナ
イ
ル
川
流
域
な
ど
で
行
な
わ
れ
て

い
た
、
季
節
的
な
氾
濫
が
も
た
ら
す
湛

水
や
土
砂
を
農
業
に
活
か
す
と
い
っ
た

も
の
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
を
厳
密
に
は

「
灌
漑
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
す
ば

ら
し
い
工
夫
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
自
然
界
に
存
在
す
る
水
で
、

定
常
化
や
安
定
化
、
資
源
化
す
る
際
に

扱
い
や
す
い
の
は
、
動
き
の
遅
い
地
下

水
で
し
た
。
地
下
水
は
地
上
に
出
る
と

多
く
は
流
水
と
な
っ
て
動
き
出
す
の
で

扱
い
に
く
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

地
下
に
溜
ま
っ
て
い
る
状
態
で
あ
れ
ば

比
較
的
扱
い
や
す
い
も
の
で
す
。
た
だ

し
、
利
用
す
る
に
は
地
中
か
ら
地
上
へ

水
を
汲
み
上
げ
る
技
術
が
必
要
に
な
り

使
い
な
が
ら
守
り
つ
づ
け
る

灌
漑
施
設
か
ら
学
ぶ
こ
と

地
表
を
流
れ
る
、
あ
る
い
は
地
下
に
潜
む
水
を
、
農
作
物
を
育
て
る
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
、
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
重
ね
て
き
た
。

水
を
溜
め
、
水
路
を
引
く
な
ど
し
て
耕
作
地
を
潤
す
こ
と
を
「
灌か
ん

漑が
い

」
と
呼
ぶ
が
、
日
本
中
に
広
が
る
灌
漑
施
設
は
、
運
用
方
法
も

含
め
て
海
外
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
土
地
で
使
いつ
づ
け
ら
れ
る
灌
漑
施
設
の
課
題
や
展
望
を
、
熊
本
大
学
く
ま
も
と
水

循
環
・
減
災
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
特
任
教
授
で
国
際
か
ん
が
い
排
水
委
員
会
の
国
内
委
員
長
も
務
め
る
渡
邉
紹
裕
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
。

【灌漑】

Tsugihiro Watanabe
1953年栃木県生まれ。京都大学大学院農学研
究科博士後期課程（農業工学専攻）研究指導認
定退学。博士（農学）。専門分野は農業土木学

（灌漑排水学）。総合地球環境学研究所教授、京
都大学教授などを経て2019年4月から現職。水に
関する国内外の人や団体の連携協力を目指す一
般社団法人 Com aquaの代表理事も務める。共
著に『地域環境水利学』『農村地域計画学』など。

インタビュー

渡邉紹裕さん

熊本大学くまもと水循環・
減災研究教育センター特任教授
国際かんがい排水委員会（ICID）

国内委員長
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荒野だった栃木県の複合扇状地・那須野ヶ原を農業地域に変えた「那
須疏水」。1885年（明治18）開削。安積（あさか）疏水（福島県）と琵
琶湖疏水（滋賀県・京都府）とともに「日本三大疏水」と呼ばれる（『水
の文化』50号の連載「Go! GO! 109水系」にて掲載［p46-47］）

ま
す
。

　

時
間
的
に
安
定
な
、
つ
ま
り
い
つ
で

も
手
に
入
る
状
態
に
す
る
た
め
に
は
、

河
川
水
や
汲
み
上
げ
た
地
下
水
を
溜
め

て
お
く
技
術
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
水
を
汲
み
上
げ
、
溜
め
、

そ
し
て
引
き
入
れ
て
利
用
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
ま
で
と
比
し
て
か
な
り
人
為
的
な

も
の
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
水
を
利

用
す
る
際
の
技
術
の
根
幹
に
あ
る
も
の

と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
「
揚
水
」
と
「
貯
水
」
そ
し
て

「
導
水
」
に
は
、
道
具
を
使
っ
て
行
な

う
も
の
と
、
土
地
を
改
変
さ
せ
て
行
な

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
「
手

の
延
長
」「
大
地
の
延
長
」
と
い
っ
た
表

現
も
さ
れ
ま
す
が
、
揚
水
の
た
め
の
道

具
づ
く
り
の
技
術
や
、
貯
水
や
導
水
の

技
術
が
磨
か
れ
、
掛
け
合
わ
さ
れ
て
い

く
な
か
で
発
展
し
て
い
き
、
い
ろ
い
ろ

な
技
術
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の

過
程
で
、
各
地
で
生
ま
れ
て
い
っ
た
も

の
が
今
も
受
け
継
が
れ
活
用
さ
れ
て
い

る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
、
多
く
あ
り
ま
す
。

「
灌
漑
」の
定
義
と

灌
漑
施
設
の
種
類

「
灌
漑
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
も

の
に
は
若
干
の
幅
が
あ
り
ま
す
。
た
ん

に
「
土
に
水
を
供
給
す
る
」
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、「
人
為
の
作
業
に
よ
る
施

設
を
用
い
て
」
の
供
給
と
い
う
側
面
を

重
視
す
る
の
が
普
通
で
す
。「
人
為
の
作

業
」
で
施
設
を
建
設
す
る
に
は
、
な
ん

ら
か
の
「
共
同
」
が
必
要
で
あ
る
た
め
、

共
同
的
な
建
設
と
維
持
管
理
が
そ
の
要

件
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
家
庭
で
植
木
鉢
の
土
に

水
を
か
け
る
こ
と
は
灌
漑
か
と
い
え
ば
、

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
庭
菜
園
に

水
を
ま
く
の
も
ほ
ぼ
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

ど
ち
ら
も
個
人
で
行
な
う
も
の
で
、
そ

の
た
め
の
施
設
建
設
な
ど
も
経
て
い
な

い
か
ら
で
す
。

　

日
本
の
水
田
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
灌
漑

に
よ
っ
て
稲
作
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
が
共
同
で
建
設
し
た
水
路
な

ど
の
施
設
を
使
い
、
水
田
に
水
を
供
給

し
て
い
る
た
め
で
す
。
な
お
、
対
照
的

に
、
日
本
の
畑
は
灌
漑
さ
れ
て
い
る
ケ

ー
ス
は
か
な
り
少
な
く
、
全
畑
地
の
２

割
程
度
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

畑
作
は
も
と
も
と
水
が
得
に
く
い
場
所

で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
し

た
場
所
に
水
を
引
く
の
は
多
額
の
費
用

が
か
か
る
こ
と
。
そ
し
て
、
畑
作
で
水

が
も
っ
と
も
必
要
と
な
る
夏
を
含
め
て
、

日
本
で
は
、
灌
漑
施
設
が
な
く
て
も
作

物
に
必
要
な
水
が
雨
で
賄
え
る
と
い
っ

た
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　

灌
漑
施
設
の
種
類
は
、
世
界
各
地
を

見
て
も
さ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま

せ
ん
、
水
を
取
り
入
れ
る
た
め
の
堰
、

農
地
に
水
を
運
ぶ
水
路
、
運
ぶ
途
中
で

水
を
分
け
る
施
設
、
不
要
な
水
を
排
水

す
る
た
め
の
施
設
な
ど
で
す
。
寒
冷
地

で
あ
れ
ば
水
田
に
入
る
水
の
温
度
を
上

げ
る
施
設
な
ど
も
つ
く
り
ま
す
。
そ
し

て
、
実
際
に
水
を
使
う
水
田
な
ど
水
路

か
ら
農
地
に
水
を
給
水
す
る
た
め
の
ゲ

ー
ト
な
ど
の
装
置
。
溜
池
や
ダ
ム
の
よ

う
な
貯
水
の
た
め
の
施
設
も
も
ち
ろ
ん

灌
漑
施
設
で
す
。
こ
う
し
た
施
設
は
、

規
模
の
違
い
な
ど
は
あ
っ
て
も
、
ほ
ぼ

世
界
で
同
じ
原
理
に
よ
る
似
た
も
の
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
世
界
か
ん
が
い
施
設
遺
産
」

が
生
ま
れ
た
背
景

　

灌
漑
な
ど
の
分
野
で
、
科
学
技
術
の

研
究
開
発
、
交
流
促
進
を
図
る
こ
と
な

ど
を
目
的
に
70
年
前
に
設
立
さ
れ
た
非

営
利
の
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
国
際
か
ん

が
い
排
水
委
員
会
（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
）
で

は
、
２
０
１
４
年
よ
り
歴
史
的
な
灌
漑

施
設
を
「
世
界
か
ん
が
い
施
設
遺
産
」

と
し
て
認
定
・
登
録
す
る
取
り
組
み
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
制
度
が

生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
灌
漑
事
業
を
取

り
巻
く
状
況
の
変
化
が
あ
り
ま
す
。

　

大
規
模
な
灌
漑
の
多
く
は
、
第
二
次

大
戦
後
に
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
世
界

銀
行
や
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
な
ど
の
出
資

の
も
と
で
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

次
々
と
実
現
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た

の
で
す
。そ
の
結
果
、現
在
の
世
界
の
農

11 使いながら守りつづける灌漑施設から学ぶこと
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地
面
積
の
20
％
ほ
ど
は
、
灌
漑
に
よ
り

人
為
的
に
水
が
供
給
さ
れ
て
い
る
灌
漑

農
地
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
灌
漑
農
地

で
世
界
の
食
糧
生
産
の
40
％
を
賄
っ
て

い
る
と
さ
れ
、
果
た
し
て
い
る
役
割
は

非
常
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
は
以
前
の
よ

う
な
大
規
模
な
灌
漑
事
業
は
行
な
わ
れ

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
理
由
は
灌
漑
農

地
と
し
て
開
発
す
る
の
に
適
し
た
場
所

が
減
っ
て
き
た
こ
と
や
、
灌
漑
施
設
を

必
要
と
す
る
開
発
途
上
国
の
財
政
状
況

の
悪
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
環
境
に
与
え
る
影
響
か
ら
も

灌
漑
は
難
し
い
立
場
に
あ
り
ま
す
。
農

業
と
い
う
の
は
膨
大
な
水
を
使
い
ま
す
。

限
り
あ
る
水
を
い
か
に
使
い
尽
く
し
て
、

生
産
を
少
し
で
も
拡
大
・
改
善
す
る
か

は
、
基
本
的
な
発
想
で
あ
り
、
例
え
ば

江
戸
時
代
に
新
田
開
発
が
進
ん
だ
時
代

に
な
る
と
、
稲
が
生
育
さ
れ
る
夏
は
日

本
の
多
く
の
川
で
水
の
流
れ
が
途
切
れ

ま
し
た
。
川
の
水
は
水
田
に
回
さ
れ
、

水
の
豊
か
な
農
地
や
農
村
が
生
ま
れ
る

一
方
で
、
干
上
が
っ
た
川
が
数
多
く
出

現
し
て
、「
瀬
切
れ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

な
現
象
が
広
く
起
こ
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
れ
と
似
た
こ
と
が
と
て
つ
も
な
い

ス
ケ
ー
ル
で
起
き
た
の
が
中
央
ア
ジ
ア

の
ア
ラ
ル
海
で
す
。
旧
ソ
連
の
共
和
国
、

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の

間
に
あ
っ
た
世
界
で
４
番
目
の
大
き
さ

の
湖
だ
っ
た
ア
ラ
ル
海
は
、
周
辺
の
砂

漠
を
大
農
地
に
す
る
た
め
に
、
流
入
す

る
２
つ
の
大
河
川
か
ら
取
水
す
る
大
規

模
な
灌
漑
事
業
が
１
９
６
０
年
代
か
ら

行
な
わ
れ
、
流
入
す
る
水
量
は
激
減
し
、

ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
開
拓
さ
れ
た
大
規
模
農
場
で
は
綿

花
や
小
麦
、
米
な
ど
が
生
産
さ
れ
、
貴

重
な
食
糧
生
産
基
地
と
な
り
ま
し
た
が
、

一
方
で
、
ア
ラ
ル
海
の
水
位
は
年
々
下

が
り
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
が
干
上
が
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
で
、

ア
ラ
ル
海
の
漁
業
や
生
態
系
は
壊
滅
し
、

周
辺
農
地
で
も
農
薬
に
よ
る
汚
染
が
広

が
り
ま
し
た
。
周
辺
の
気
候
も
変
化
し

た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
、
規
模
の
違
い
は

あ
れ
世
界
中
で
起
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
灌
漑
が
環
境
に
与
え
る
影
響
と
い

う
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
り
、
灌
漑
を

抑
制
す
る
原
因
と
も
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。

「
灌
漑
は
是
か
非
か
」
で
は
な
い
、
別

角
度
か
ら
の
議
論
も
あ
り
ま
す
。「
現
状

の
灌
漑
施
設
で
取
得
し
て
い
る
水
を
よ

り
効
率
的
に
使
い
、
新
た
な
開
発
を
せ
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─2014─
1 稲生川（青森）
2 雄川堰（群馬）
3 深良用水（静岡）
4 七ヶ用水（石川）
5 立梅用水（三重）
6 狭山池（大阪）
7 淡山疏水（兵庫）
8 山田堰・堀川用水・
　水車群（福岡）
9 通潤用水（熊本）
─2015─
10 上江用水路（新潟）
11曽代用水（岐阜）
12入鹿池（愛知）
13久米田池（大阪）

登録年（西暦）／名称（都道府県名）

─2016─
14 照井堰用水（岩手）
15内川（宮城）
16安積疏水（福島）
17長野堰用水（群馬）
18村山六ヶ村堰疏水（山梨）
19拾ケ堰（長野）
20滝之湯堰・大河原堰（長野）
21源兵衛川（静岡）
22足羽川用水（福井）
23明治用水（愛知）
24南家城川口井水（三重）
25常盤湖（山口）
26満濃池（香川）
27幸野溝・百太郎
　溝水路群（熊本）

─2017─
28 土淵堰（青森）
29那須疏水（栃木）
30松原用水・牟呂用水（愛知）
31小田井用水路（和歌山）
─2018─
32 北楯大堰（山形）
33五郎兵衛用水（長野）
34大和川分水築留掛かり（大阪）
35白川流域かんがい用水群（熊本）
─2019─
36 十石堀（茨城）
37見沼代用水（埼玉）
38倉安川・百間川
　かんがい排水施設群（岡山）
39菊池のかんがい用水群（熊本）

※候補施設として
　ICID本部に申請中
●天狗岩用水（群馬）
●備前渠用水路（埼玉）
●常西合口用水（富山）

ず
と
も
必
要
な
農
業
用
水
を
確
保
で
き

な
い
の
か
」「
都
市
化
が
進
ん
で
農
地

が
減
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
施
設
を
改
修

す
る
な
ど
し
て
取
水
す
る
水
を
減
ら
せ

な
い
か
」
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。

　

粗
放
で
効
率
の
悪
い
水
の
管
理
を
改

め
る
こ
と
や
、
施
設
改
修
な
ど
に
よ
っ

て
農
業
用
水
の
一
部
を
都
市
に
回
す
と

い
っ
た
合
理
化
は
、
学
術
的
に
も
世
界

で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
施

設
の
改
修
は
費
用
が
か
か
り
、
管
理
の

改
善
は
管
理
体
制
の
仕
立
て
直
し
が
肝

と
な
り
社
会
や
文
化
と
も
か
か
わ
る
こ

と
か
ら
、
実
現
は
簡
単
に
進
み
ま
せ
ん
。

こ
の
あ
た
り
は
、
気
候
変
動
対
応
と
も

合
わ
せ
て
喫
緊
の
課
題
で
す
。

日
本
の
灌
漑
施
設
の

世
界
と
の
決
定
的
な
違
い

　

こ
の
よ
う
に
課
題
の
な
か
で
は
あ
り

ま
す
が
、
人
類
の
食
糧
生
産
を
支
え
て

き
た
灌
漑
の
歴
史
や
発
展
の
経
緯
を
明

ら
か
に
し
、
理
解
醸
成
を
図
る
べ
き
と

い
う
考
え
か
ら
「
世
界
か
ん
が
い
施
設

遺
産
」
の
制
度
は
誕
生
し
て
い
ま
す
。

課
題
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
意
義
や

役
割
を
再
確
認
し
て
、
よ
り
よ
い
管
理

を
求
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

認
定
・
登
録
に
お
い
て
は
、
つ
く
ら

れ
て
か
ら
１
０
０
年
以
上
が
経
っ
た
施

設
で
、
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を

対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
は
突
出
し
て
多
く
の
世
界
か
ん

が
い
施
設
遺
産
が
認
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
去
年
ま
で
に

認
証
さ
れ
た
全
世
界
の
91
施
設
の
う
ち
、

39
が
日
本
に
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
農

林
水
産
省
を
中
心
と
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
の

国
内
委
員
会
や
対
象
地
域
が
熱
心
で
あ

る
の
が
最
大
の
理
由
で
す
が
、
日
本
の

灌
漑
施
設
が
世
界
と
は
少
し
違
っ
た
特

殊
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
の
も

理
由
の
一
つ
で
す
。

　

日
本
の
灌
漑
施
設
の
世
界
と
の
違
い

と
し
て
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
の
は
、
国
や
地
方
自
治
体
か
ら
支

援
こ
そ
受
け
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
土
地

改
良
区
と
い
う
受
益
す
る
農
家
が
集
ま

っ
て
つ
く
る
組
織
が
中
心
的
な
役
割
を

果
た
し
て
施
設
を
つ
く
り
、
完
成
後
は

自
ら
管
理
す
る
「
農
民
参
加
型
水
管

理
」
と
い
う
手
法
で
す
。
多
く
は
、
近

世
以
前
に
開
発
さ
れ
た
地
域
の
農
地
や

灌
漑
施
設
を
、
近
代
的
な
技
術
で
施
設

の
改
修
を
図
り
な
が
ら
も
、
農
家
が
継

承
し
て
現
役
と
し
て
活
躍
さ
せ
て
い
る

の
で
す
。
こ
う
し
た
姿
は
日
本
中
で
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

海
外
で
は
灌
漑
は
国
家
事
業
で
あ
り
、

基
幹
施
設
の
建
設
や
管
理
は
国
が
主
導

す
る
形
が
ほ
と
ん
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
灌
漑
は
小
規
模
な
も
の
が
多
い

こ
と
か
ら
農
家
主
体
で
も
管
理
を
完
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
面
も
あ
る

の
で
す
が
、
灌
漑
管
理
の
実
績
あ
る
見

本
と
し
て
他
国
か
ら
参
考
と
さ
れ
る
こ

と
も
多
い
の
で
す
。

「
世
界
か
ん
が
い
施
設
遺
産
」
は
ま
だ

立
ち
上
が
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
将
来

的
に
は
、
認
定
施
設
を
通
し
た
灌
漑
へ

の
理
解
を
図
る
こ
と
に
加
え
、
観
光
の

一
端
を
担
え
る
も
の
と
し
て
地
域
で
認

識
し
、
活
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
く

こ
と
に
協
力
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、
観
光
客
を
呼
べ
ば

い
い
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、

施
設
を
有
す
る
地
域
の
方
々
が
故
郷
の

灌
漑
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
や
現
在
の
状
況

に
つ
い
て
知
り
、
地
域
の
自
然
と
歴
史

や
文
化
を
見
直
す
機
会
と
な
る
こ
と
を

望
み
ま
す
。

　

認
定
施
設
は
発
想
や
技
術
の
高
さ
、

苦
労
な
ど
称
え
ら
れ
る
べ
き
部
分
は
多

く
あ
り
ま
す
が
、
コ
ア
に
あ
る
の
は
灌

漑
の
定
義
に
も
含
ま
れ
る
「
共
同
」
の

部
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
組
織
に

所
属
す
る
者
が
互
い
に
信
頼
し
合
っ
て

つ
く
り
上
げ
た
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る

と
い
う
意
識
。
引
き
継
が
れ
て
き
た
コ

ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
リ
テ
ィ（
自
立
共
生
）
の
精

神
を
、
い
か
に
継
承
し
て
い
け
る
か
が
、

こ
れ
か
ら
の
地
域
の
社
会
や
環
境
に
向

け
て
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

（
２
０
２
０
年
９
月
23
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

【灌漑】

13 使いながら守りつづける灌漑施設から学ぶこと


