
新
た
に
水
田
を
作
る
た
め
の
新
田
開
発
で
し

た
。河

川
を
あ
え
て
微び

高こ
う

地ち

で
あ
る
国
分
広
瀬

の
大
野
原
と
、
隼
人
町
の
真
孝
原
の
間
に
通

す
こ
と
は
、
一
見
、
難
工
事
で
コ
ス
ト
も
か

さ
む
計
画
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
一
旦
水
路
を

通
す
と
、
微
高
地
全
体
が
堤
防
の
役
割
を
果

た
す
た
め
、
河
川
が
決
壊
す
る
よ
う
な
被
害

は
起
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
手て

籠ご

川
と
天
降
川

の
合
流
地
点
か
ら
錦
江
湾
ま
で
の
河
川
を
直

線
状
に
す
る
こ
と
で
、
増
水
し
て
も
抵
抗
も

小
さ
く
流
れ
や
す
い
河
川
、
す
な
わ
ち
災
害

が
起
き
に
く
い
河
川
に
造
り
変
え
ま
し
た
。

川
筋
直
し
に
よ
っ
て
災
害
が
な
く
な
っ
た
旧

河
川
敷
は
、
穀こ

く

倉そ
う

地
帯
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
、

薩
摩
藩
や
地
域
の
人
々
に
恩
恵
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。

ま
た
、
当
時
の
天
降
川
は
国
分
平
野
を
斜

め
に
分
断
す
る
よ
う
に
流
れ
て
お
り
、
船ふ

な

荷に

を
運
ぶ
水
運
と
し
て
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

反
面
、
両
岸
が
大
き
く
隔へ

だ

た
っ
て
い
た
た
め
、

橋
を
架
け
る
場
所
も
少
な
く
、
人
々
の
行
き

来
や
物
流
の
流
れ
、
つ
ま
り
経
済
活
動
を
阻

害
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
天
降
川
の
川
筋
直
し
は
、

防
災
・
治
水
、
水
田
開
発
、
経
済
活
動
の
振

興
を
目
的
と
し
た
、
一
石
三
鳥
の
治
水
工
事

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
回
は
川
筋
直
し
と
山
ケ
野
金
山
の
関
係

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

（
文
責
＝
鈴
）

多
大
な
被
害
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
苦
し
い
財
政
状
況
の
中
、
川

筋
直
し
に
よ
っ
て
約
四
百
町ち

ょ
う

歩ぶ

の
水
田
が
で

き
、
新
た
に
五
千
石
の
米
が
採
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
は
、
薩
摩
藩
に
と
っ
て
は
非
常

に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
石
三
鳥
の
治
水
工
事

天
降
川
の
川
筋
直
し
の
主
な
理
由
と
し
て

は
、
増
水
の
た
び
に
起
こ
る
河
川
の
氾
濫
を

防
ぐ
た
め
の
治
水
工
事
で
あ
る
と
と
も
に
、

薩
摩
藩
の
事
情

㆝
降
川
の
川
筋
直
し
の
背
景
に
は
、
当
時

薩
摩
藩
が
抱
え
て
い
た
実
情
に
も
深
い
関
係

が
あ
り
ま
す
。

薩
摩
藩
の
石こ

く

高だ
か

は
七
十
七
万
石
と
い
わ
れ

加
賀
藩
百
二
万
石
に
次
ぐ
第
二
の
２※

大
藩
で

し
た
が
、
江
戸
時
代
当
初
か
ら
慢
性
的
な
財

政
赤
字
に
苦
し
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
要
因

は
次
の
と
お
り
で
す
。

①�

武
士
の
割
合
が
お
よ
そ
25
％
と
多
い
。
他

藩
は
５
％
ほ
ど
。

②�

石
高
の
七
十
七
万
石
は
籾も

み

高
で
あ
り
、
玄

米
高
で
は
三
十
六
万
石
程
度
で
あ
っ
た
。

他
藩
は
玄
米
高
。

③�

幕
府
が
実
施
す
る
事
業
の
負
担
金
は
一
万

石
当
た
り
と
な
っ
て
お
り
、
薩
摩
藩
は
七

十
七
万
石
分
で
あ
っ
た
。

④�

参
勤
交
代
で
多
額
の
資
金
を
要
し
た
。

⑤�

藩
内
は
火
山
灰
（
シ
ラ
ス
）
に
広
く
覆
わ

れ
痩や

せ
た
土
壌
が
多
く
、
作
物
に
適
し
た

土
地
が
少
な
か
っ
た
。

⑥�

台
風
や
火
山
噴
火
な
ど
の
自
然
災
害
が
多

く
、
特
に
霧
島
や
桜
島
の
噴
火
に
よ
っ
て

今
年
は
、
国
分
平
野
を
斜
め
に
分
断
す
る

よ
う
に
流
れ
て
い
た
天
降
川
が
寛か

ん

文ぶ
ん

六
（
一

六
六
六
）年
、現
在
の
よ
う
な
川
筋
に
変
わ
っ

て
三
五
〇
年
を
迎
え
ま
す
。
前
回
は
旧
天
降

川
の
様
子
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
川

筋
直
し
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。

暴
れ
川
「
天
降
川
」

天
降
川
の
流
れ
る
国
分
平
野
は
、
縄
文
時

代
早
期
（
約
六
千
年
前
）
の
温
暖
化
に
伴
う

海
面
上
昇
に
よ
っ
て
で
き
た

１※

沖ち
ゅ
う

積せ
き

平
野
で

す
。
平
野
奥
部
ま
で
の
標
高
の
高
低
差
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
河
川
の
流
れ
は
非
常
に
緩
や

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
普
段
は
穏
や
か
な
流
れ
で
す
が
、

多
量
の
雨
が
降
る
と
増
水
、
氾は

ん

濫ら
ん

を
起
こ
し

人
々
を
苦
し
め
て
き
ま
し
た
。

暴
れ
川
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
あ
る

の
が
、
天
降
川
河
口
付
近
の
国
分
湊み

な
と

地
区

に
鎮
座
す
る
「
長
野
神
社
」。
当
初
、
国
分

清
水
の
牟む

田た

の
河
川
付
近
に
あ
り
ま
し
た

が
、
鎌
倉
時
代
の
建け

ん

長ち
ょ
う

年
間
（
一
二
四
九
～

一
二
五
五
）
に
起
き
た
河
川
の
氾
濫
に
よ
っ

て
、
湊
の
地
ま
で
流
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い

る
、
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
ま
す
。

※１ 土砂が積もってできた平野。※２ 石高が多い藩。

天
降
川
の
姿 

そ
の
❷

３※

天あ
も
り降
川が

わ

川
筋
直
し
三
五
〇
年
記
念天降川川筋直し  航空写真
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