
疏そ

通つ
う

千せ
ん

里り

・
利り

澤た
く

萬ば
ん

世せ
い

―
―
生
命
を
育
む
明
治
用
水
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愛
知
県
と
い
え
ば
、
全
国
に
名
だ

た
る
工
業
王
国
と
の
イ
メ
ー
ジ

を
持
つ
人
は
少
な
く
な
い
。
平
成
二
十

年
の
工
業
出
荷
額
（
製
造
品
出
荷
額
等
）

は
、
二
位
の
神
奈
川
県
の
約
二
・
四
倍

と
ダ
ン
ト
ツ
の
一
位
の
座
に
輝
い
て
い

る
。
し
か
し
、
愛
知
県
が
同
時
に
全
国

屈
指
の
農
業
地
帯
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
ご
存
知
の
方
は
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ

う
か
。
農
業
産
出
額
は
全
国
で
六
位（
平

成
二
十
年
）。
農
業
も
工
業
も
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
。
こ
の
よ
う
な
地
域
は
、
他
に
は

な
い
。

そ
ん
な
愛
知
県
の
ほ
ぼ
中
央
を
矢
作

川
は
流
れ
る
。
周
辺
に
は
、
整
然
と
し

た
農
地
が
広
が
り
、
豊
か
な
農
村
地
帯

の
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
地
は
ま
た
、

世
界
的
に
有
名
な
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の

本
拠
地
と
も
接
し
て
お
り
、
工
場
や
住

宅
の
進
出
も
著
し
い
。
農
業
と
工
業
、

一
見
す
る
と
、
対
立
す
る
か
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
二
つ
の
産
業
の
繁
栄
を
支
え

て
い
る
の
が
明
治
用
水
で
あ
る
。

現
在
は
、
ほ
と
ん
ど
が
パ
イ
プ
ラ
イ

ン
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
流
れ
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
私

た
ち
の
皮
膚
の
下
を
血
管
が
巡
り
、
余

す
と
こ
ろ
な
く
血
液
を
届
け
る
よ
う

に
、
こ
の
地
も
ま
た
明
治
用
水
と
い
う

目
に
は
見
え
な
い
ラ
イ
ン
で
活
か
さ
れ

て
い
る
。

現
在
、
明
治
用
水
開
削
以
前
の
様

子
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る

安
城
が
原
の
苦
難

―
―
荒こ

う

寥り
ょ
う

た
る
草
野

2 1疏通千里・利澤萬世　―― 生命を育む明治用水

者
は
、
そ
う
は
い

な
い
だ
ろ
う
。
広

大
な
台
地
が
広
が

る
こ
の
地
は
、
か

つ
て
「
安
城
が
原
」

「
五
ヶ
野
が
原
」
と

呼
ば
れ
る
や
せ
地

で
あ
っ
た
。

現
在
の
私
た
ち

は
「
野
原
」
と
一
般

に
言
う
が
、
古
い

日
本
語
で
は
、「
野
」

と
「
原
」
の
意
味

は
違
う
。「
野
」
が

単
な
る
未み

墾こ
ん

地ち

を

指
す
の
に
対
し
て
、

「
原
」
は
水
が
乏
し
く
、
農
業
も
で
き
な

い
台
地
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
か
つ

て
の
こ
の
地
に
は
狐き
つ
ね
し
か
す
ま
な
い
と

い
わ
れ
る
よ
う
な
荒こ
う

寥り
ょ
うた
る
草
野
が
広

が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
に
台
地
の
割
れ
目
を
流
れ
る

小
河
川
沿
い
に
小
規
模
な
水
田
が
開
発

さ
れ
て
い
た
が
、
い
か
ん
せ
ん
水
に
恵

ま
れ
な
い
こ
の
地
の
農
業
は
苦
し
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
早
く
か
ら
、
あ
ち
こ

ち
で
た
め
池
が
開
発
さ
れ
、
つ
い
に
は

た
め
池
の
延
べ
面
積
は
四
八
八
町
歩
と

な
る
。
一
町
歩
以
上
も
あ
る
大
き
な
た

め
池
は
八
四
か
所
に
も
及
び
、
台
地
上

疏通千里・利澤萬世　―― 生命を育む明治用水

安
城
が
原
の
苦
難　
―
― 

荒
寥
た
る
草
野

安城が原の苦難　―― 荒寥たる草野 

の
耕
地
の
半
分
以

上
が
こ
れ
ら
の
た

め
池
に
依
存
し
て

い
た
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で

も
水
は
足
り
ず
、
農

民
た
ち
は
「
は
ね
つ

る
べ
」
や
「
ふ
み
ぐ

る
ま
」
を
用
い
、
懸

命
に
水
を
引
い
た
。

少
な
い
水
を
め
ぐ
っ

て
、
農
民
同
士
で

争
い
が
起
こ
る
こ

と
も
し
ば
し
ば
で

あ
っ
た
。

そ
う
ま
で
し
て

も
、
収
穫
は
わ
ず
か
で
、
農
民
の
暮
ら

し
向
き
は
、
麦
・
粟あ
わ

・
稗ひ
え

・
黍き
び

な
ど
を

主
食
に
す
る
貧
し
い
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま

で
過
酷
な
労
働
に
追
わ

れ
る
様
は
「
あ
の
子
ど

こ
の
子 

安
城
の
子 

家

の
と
う
さ
（
お
父
さ

ん
）
の
顔
知
ら
ぬ
」
と

歌
に
詠よ

ま
れ
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
。

江
戸
時
代
を
通
じ
て
、

こ
の
地
は
、
も
っ
ぱ
ら

焚た

き
木
や
下
草
の
肥
料
を
求
め
る
「
入い
り

会あ
い

地ち

」
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
化

学
肥
料
や
石
油
燃
料
が
な
い
当
時
、
こ

の
地
の
雑
木
林
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る

自
然
の
恵
み
こ
そ
が
、
な
に
よ
り
も
貴

重
な
資
源
だ
っ
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ

れ
以
外
に
使
い
よ
う
の
無
い
土
地
が
大

半
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。

と
も
か
く
も
、
明
治
用
水
開
削
以
前

の
碧
海
台
地
に
は
、
豊ほ
う

穣じ
ょ
うな
田
園
に
た

わ
わ
に
実
る
稲
の
収
穫
な
ど
望
む
べ
く

も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 【明治用水開削前のため池分布図】

網掛け部分がため池。明治用水開削以前の碧海台地が、
ため池密集地帯であったことがよく分かる。
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は
「
野
原
」
と
一
般

に
言
う
が
、
古
い

日
本
語
で
は
、「
野
」

と
「
原
」
の
意
味

は
違
う
。「
野
」
が

も
、
収
穫
は
わ
ず
か
で
、
農
民
の
暮
ら

し
向
き
は
、
麦
・
粟あ
わ

い
台
地
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
か
つ

て
の
こ
の
地
に
は
狐き
つ
ね
し
か
す
ま
な
い
と

荒こ
う

寥り
ょ
うた
る
草
野
が
広

が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
に
台
地
の
割
れ
目
を
流
れ
る

小
河
川
沿
い
に
小
規
模
な
水
田
が
開
発

さ
れ
て
い
た
が
、
い
か
ん
せ
ん
水
に
恵

し
向
き
は
、
麦
・

主
食
に
す
る
貧
し
い
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま

で
過
酷
な
労
働
に
追
わ

れ
る
様
は
「
あ
の
子
ど

ふみぐるまに
よる取水

農
業
と
工
業
の
王
国

荒こ
う

寥り
ょ
う

た
る
草
野

愛知県三河地方の地形。安城市が台地上に位置
していることが分かる。（出典：愛知県「県土
レポートあいち '99」一部加筆修正）

愛知県三河地方の地形。安城市が台地上に位置愛知県三河地方の地形。安城市が台地上に位置愛知県三河地方の地形。安城市が台地上に位置

矢作川 三河湾

渥美半島

豊川豊川

安城市安城市

豊田市豊田市

岡崎市岡崎市

豊川市豊川市

豊橋市豊橋市

山地

凡例

丘陵
台地
低地

大
半
は
山
村
の
如
く
、

荒こ
う

寥り
ょ
う

た
る
草
野
は
、

 

鬱う
っ

蒼そ
う

た
る
小
松
原
と
相
交
り
、

 

徒い
た
ず

ら
に
狐こ

狸り

の
跋ば

っ

扈こ

に
委ゆ

だ
ね

し
、

 

其
の
間
に
僅き

ん

々き
ん

一
二
段
の
田
圃
を
拓
き
、

禾か

穀こ
く

を
栽
培
し
た
る
に
過
ぎ
ず

―
『
弥
厚
翁
』よ
り

はねつるべによる取水。
汲み上げた水を田にかけていた。



こ
の
荒こ
う

寥り
ょ
うた
る
草
野
に
、
用
水
開

削
が
計
画
さ
れ
た
の
は
、
江
戸

末
期
の
こ
と
で
あ
る
。
和
泉
村
（
現
在

の
安
城
市
和
泉
町
）
の
豪
農 

都つ

築づ
き

弥や

厚こ
う

は
、
矢
作
川
上
流
の
越
戸
村
（
現
在
の
豊

田
市
） 

か
ら
水
を
引
き
、
延
々
三
〇
km
に

も
及
ぶ
水
路
に
よ
っ
て
台
地
を
潤
す
大

用
水
の
開
削
を
計
画
す
る
。
事
業

成
功
に
よ
っ
て
見
込
ま
れ
る
新

田
開
発
面
積
は
四
、二
〇
〇
町
歩
、

収
穫
は
五
万
石
と
、
現
代
の
農
業

水
利
事
業
に
も
引
け
を
と
ら
な

い
大
事
業
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
こ
の

壮
大
な
プ
ラ
ン
を
実

現
す
る
の
は
並
大
抵

の
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
隣
の
高
棚
村
（
現
在
の
安
城
市
高
棚

町
）
の
数
学
者 

石い
し

川か
わ

喜き

平へ
い

の
協
力
を
得

て
、
直
ち
に
測
量
が
始
め
ら
れ
た
が
、
作

業
は
困
難
を
極
め
る
。
何
よ
り
障
害
と

な
っ
た
の
は
、
地
元
農
民
の
妨
害
で
あ
っ

た
。
水
害
の
発
生
や
「
入い

り

会あ
い

地ち

」
の
減
少

を
恐
れ
た
農
民
た
ち
は
、
時
に
暴
徒
化
し

て
竹
や
り
を
持
ち
襲
い
く
る
ほ
ど
で
、
作

業
は
人
目
を
避
け
、
夜
間
密
か
に
行
わ
れ

た
。
提ち
ょ
う
ち
ん灯や
火
縄
の
わ
ず
か
な
明
か
り
を

方
役
所
は
新
設
と
廃
止
を
繰
り
返
す
混

乱
期
に
あ
り
、
出
願
さ
れ
た
用
水
計
画

は
一
向
に
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
。
明

治
五
年
、
愛
知
県
が
成
立
す
る
と
、
岡

本
の
計
画
は
同
時
期
に
矢
作
川
右
岸
低

地
の
排
水
と
台
地
の
か
ん
が
い
計
画
を

出
願
し
て
い
た
伊い

豫よ

田だ

与よ

八は
ち

郎ろ
う

の
計
画

と
一
本
化
す
る
こ
と
で
よ
う
や
く
許
可

が
下
り
る
。
以
後
、
二
人
は
協
力
し
て

地
元
農
民
の
説
得
や
工
費
の
調
達
に
奔ほ
ん

走そ
う

し
た
。
悲
願
の
開
削
工
事
が
着
手
さ

れ
た
の
は
、
明
治
十
二
年
一
月
。
工
費

は
十
六
万
三
千
円
、
現
在
の
金
額
で
約

二
十
三
億
円
で
あ
っ
た
。
六
人
の
協
力

者
か
ら
出
資
を
得
、
足
り
な
い
分
は
、

愛
知
県
が
立
て
替
え
た
。
鍬く
わ

と
も
っ
こ

に
よ
る
人
海
戦
術
で
、
昼
夜
兼
行
で
工

事
が
進
め
ら
れ
る
も
、
そ
れ
で
も
ま
だ

反
対
の
声
は
絶
え
な
か
っ
た
。
岡
本
は
、

頼
り
に
作
業
を
進
め
る
も
、
目
印
に
杭く

い

で

も
打
と
う
も
の
な
ら
気
付
か
れ
て
抜
か
れ

て
し
ま
う
。
綿
や
蕎そ

麦ば

の
種
子
を
蒔ま

き
、

発
芽
し
た
場
所
を
目
印
に
し
た
と
い
う
。

ま
さ
に
命
が
け
の
測
量
、
そ
の
熱
意
た
る

や
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。

そ
れ
で
も
、
五
年
も
の
歳
月
を
か
け

測
量
図
が
完
成
、
一
八
三
三
（
天
保
四
）

年
に
は
、
幕
府
か
ら
一

部
開
発
の
許
可
も
下
り

て
い
る
。
し
か
し
、
同

年
、
弥
厚
は
、
長
年

の
激
務
が
た
た
っ
た

の
か
、
病
没
し
て
し

ま
う
。
享
年
六
九

歳
、
莫
大
な
財
産
は

全
て
失
い
、
借
財
は

二
万
五
千
両
、
現
在

の
金
額
で
五
十
億
円
ほ
ど
に

も
か
さ
ん
で
い
た
と
い
う
。
彼
の
死
と

と
も
に
、
計
画
は
挫ざ

折せ
つ

し
た
。

時
代
は
明
治
へ
と
移
り
、
石
井
新

田
（
現
在
の
安
城
市
石
井
町
）

の
岡お
か

本も
と

兵ひ
ょ
う

松ま
つ

に
よ
っ
て
、
弥
厚
の
計
画

は
蘇
よ
み
が
える
。
し
か
し
、
こ
の
こ
ろ
明
治
維

新
と
い
う
時
代
の
激
変
に
よ
っ
て
、
地

世
紀
の
大
用
水

―
―
明
治
用
水
の
完
成

4 3

世紀の大用水　―― 明治用水の完成
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こ
の
時
、「
工
事
が
で
き
あ
が
れ
ば
、
恨

む
村
は
三
か
村
、
喜
ぶ
村
は
数
十
か
村
、

な
に
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
。」
と
強
く
言

い
放
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

明
治
十
三
年
、
つ
い
に
「
明
治
用

水
」
は
完
成
を
見
る
。
三
月
に

は
「
明
治
本
流
」
が
、
五
月
に
は
「
中

井
筋
」
と
「
東
井
筋
」
が
、翌
年
に
は
「
西

井
筋
」
が
完
成
し
た
。
総
延
長
は
五
二

km
、
県
は
引
き
続
き
支
流
約
四
〇
本
の

開
削
を
続
け
、
明
治
十
八
年
六
月
に
は

ほ
ぼ
現
在
の
明
治
用
水
の
姿
と
な
っ
た
。

用
水
が
開
削
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
不

毛
の
土
地
と
し
て
見
放
さ
れ
て
き
た
台

地
面
は
、
次
々
と
水
田
と
し
て
開か
い

墾こ
ん

さ

れ
て
い
っ
た
。
明
治
用
水
の
場
合
、
こ

う
し
た
開
田
地
か
ら
徴
収

し
た
配
水
料
に
よ
っ
て
県

の
調
達
金
を
含
め
た
当
時

の
工
事
費
用
が
賄ま
か
な
わ
れ

た
。
つ
ま
り
、
民
間
の
着

想
と
資
金
調
達
だ
け
で
こ

の
歴
史
的
大
事
業
を
成
し

遂
げ
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
業
績
は
、
ま
さ
に
明
治

の
世
に
燦さ

ん

然ぜ
ん

と
輝
く
金き
ん

字じ

塔と
う

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

疏通千里・利澤萬世　―― 生命を育む明治用水

石川喜平のそろばん
（上）、測量に使用し
た見盤（中）、測量
に使用した算木（下）

明治用水旧頭首工（明治42年完成）の絵図

都築弥厚像
（安城市和泉町）

岡本兵松像
（安城市石井町）

伊豫田与八郎像
（豊田市畝部西町）

石川喜平像
（安城市高棚町）世

紀
の
大
用
水　
―
― 

明
治
用
水
の
完
成

都つ

築づ
き

弥や

厚こ
う

の
用
水
計
画

悲
願
の
開
削
工
事  

明
治
用
水
の
実
現  

｢

一
朝
に
し
て
十
万
石
以
上
の

大
名
の
土
地
の
所
有
に

等
し
き
利
益
を
得
る｣ 

明
治
十
三
年
四
月
十
八
日
、

時
の
内
務
卿 

松ま
つ

方か
た

正ま
さ

義よ
し

は
、

明
治
用
水
の
完
工
を
称
賛
し
た
。

　

― 

生
命
を
育
む
明
治
用
水
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かんがいかんがい
漑地図（明治30年）

西井筋

明治本流

中井筋

東井筋
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日
本
デ
ン
マ
ー
ク　
―
― 

碧
海
台
地
の
躍
進

明
治
用
水
の
通
水
に
よ
り
、

不
毛
の
土
地
と
し
て
見
放
さ
れ
て
い
た
台
地
は
、

次
々
と
沃よ

く

野や

へ
と
変へ

ん

貌ぼ
う

し
て
い
っ
た
。

つ
い
に
は
「
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
」
と
呼
ば
れ
る

優
良
農
業
地
帯
へ
と
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

日
本
デ
ン
マ
ー
ク

―
―
碧
海
台
地
の
躍
進

明治用水地域の水田増加の状況
（地価修正事業誌より）

さ
て
、「
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
」
の

繁
栄
と
と
も
に
、
そ
の
開
拓
の

苦
難
に
も
こ
こ
で
は
触
れ
て
お
か
ね
ば

な
る
ま
い
。
こ
の
地
の
農
業
の
歴
史
は

浅
い
。
水
が
届
く
よ
う
に
な
っ
た
と
は

い
え
、
も
と
も
と
は
原
野
。
重
い
黒く
ろ

鍬く
わ

を
振
り
上
げ
て
は
打
ち
下
ろ
し
、
農
民

た
ち
は
朝
か
ら
晩
ま
で
、
無
限
と
も
思

え
る
ほ
ど
長
い
時
間
を
費
や
し
開か
い

墾こ
ん

に

あ
た
っ
た
。特
に
た
め
池
の
開
墾
に
至
っ

て
は
、
そ
の
苦
労
は
想
像
に
難
く
な
い
。

ま
た
、
農
業
と
い
う
の
は
、
原
野
を
切

り
開
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
思

う
よ
う
な
収
穫
が
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で

も
な
い
。
実
り
豊
か
な
収
穫
の
た
め
、

親
子
何
代
に
も
わ
た
っ
て
、
土
を
肥
や

し
、
土
壌
を
改
良
し
た
。「
嫁
に
や
る
な

碧海郡農作物産額の作物別割合
昭和6年　青木一己「碧海郡の農業と
産業組合」より作成

昭和26年の風景（明治用水管内）。祭りと
思われるが、日本デンマーク時代のにぎわ
いを感じさせる。

 

開
拓
の
苦
難  

明
治
用
水
完
成
後
の
農
業
の
発
展

は
目
ざ
ま
し
か
っ
た
。
約
二
、

三
〇
〇
ha
だ
っ
た
水
田
面
積
は
、
明
治

十
六
年
に
は
、
倍
の
約
四
、三
〇
〇
ha
と

な
っ
た
。
以
後
、
毎
年
一
五
〇
ha
ほ
ど

ず
つ
増
え
続
け
、明
治
四
十
年
に
は
、八
、

〇
〇
〇
ha
を
超
す
一
大
穀
倉
地
帯
へ
と

画
期
的
な
転
身
を
遂
げ
た
。

地
域
の
発
展
は
こ
れ
に
留
ま
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
台
地
と
い
う
立
地
条

件
の
た
め
、
秋
に
な
り
、
明
治
用
水
の

水
門
が
閉
ざ
さ
れ
る
と
、
水
田
は
全
て

干
し
あ
が
っ
て
畑
と
な
る
。
こ
れ
を
利

用
し
、
冬
季
に
は
麦
や
野
菜
、
菜な

種た
ね

、

れ
ん
げ
な
ど
が
栽
培
さ
れ
、
耕
地
の
高

度
利
用
が
図
ら
れ
た
。
昭
和
六
年
の
碧

さ
れ
た
安
城
農
林
学
校
（
現
県
立
安
城

農
林
高
等
学
校
）
で
、
設
立
以
来
二
十

年
間
校
長
を
務
め
、
農
民
た
ち
が
学
問

と
し
て
で
は
な
く
、
実
地
に
役
立
つ
技

術
を
学
ぶ
こ
と
を
目
標
に
尽
力
し
た
。

農
村
を
歩
き
回
っ
て
は
農
事
の
改
良
と

農
民
の
教
育
に
あ
た
り
、
農
林
学
校
の

卒
業
生
た
ち
と
と
も
に
産
業
組
合
を
組

織
し
、
農
作
物
の
共
同
出
荷
を
行
っ
た
。

「
安
城
梨
」「
三
河
ス
イ
カ
」
な
ど
農
産

物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
も
い
ち
早
く
着
手

海
郡
農
作
物
産
額
が
示
し
て
い
る
と
お

り
、
生
産
物
は
米
作
を
中
心
に
養よ
う

鶏け
い

、

養よ
う

蚕さ
ん

、
蔬そ

菜さ
い

、
果
樹
と
多
方
面
に
渡
り
、

こ
の
よ
う
な
農
業
の
あ
り
方
は
多
角
形

農
業
と
呼
ば
れ
普
及
し
て

い
っ
た
。

特
に
、
そ
の
推
進

に
大
き
く
貢
献
し

た
の
が
山や
ま

崎ざ
き

延の
ぶ

吉よ
し

で
あ
る
。
山
崎
は
、

明
治
三
十
四
年
に
新
設

ら
安
城
に
や
る
な
。
年
が
ら
年
中
野
良

仕
事
」。
開
拓
時
代
の
安
城
に
は
、
こ
ん

な
歌
す
ら
残
っ
て
い
る
。

不
利
な
条
件
へ
の
粘
り
強
い
挑
戦
、

改
良
や
工
夫
、
こ
う
し
た
開
拓
の
労
苦

を
経
て
養
わ
れ
た
気
風
こ
そ
が
、
日
本

の
モ
デ
ル
農
村
と
し
て
教
科
書
で
取
り

上
げ
ら
れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
下
支
え
し

た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
成
果
が
現
れ
、
こ
の
地

の
農
業
は
急
速
な
発
展
を
果
た

し
た
。
当
時
、
理
想
的
な
農
業
国
と
し

て
名
を
馳は

せ
た
デ
ン
マ
ー
ク
の
名
を
冠

し
、「
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
」
の
呼
び
名
が

つ
く
ほ
ど
に
、
全
国
の
賞
賛
を
集
め
た

の
で
あ
る
。
最
盛
期
に
は
、
農
業
関
係

の
視
察
者
が
次
々
と
訪
れ
、
駅
前
に
は

旅
館
、
食
堂
、
演
芸
場
、
映
画
館
な
ど

が
ズ
ラ
リ
と
立
ち
並
ん
だ
と
い
う
。碧海郡農作物産額の作物別割合

米作
52.1％

食用農作物
2.0％

園芸作物
13.4％

鶏卵
23.8％

繭
8.6％

まゆ
桑苗
0.1％

明治   9 ～13年

明治14 ～18年

明治19 ～23年

明治 24 ～28年

明治 29 ～ 33年

明治 34 ～ 38年

明治 39 ～ 43年

明治 44 ～   4年

大正  5 ～   9年

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
（ha）

畑から田へ
転換

開田

日本デンマーク　―― 碧海台地の躍進

日
本
デ
ン
マ
ー
ク
の
実
現  



い
流
れ
と
な
っ
た
明
治
用
水
。
私
た
ち
の
足

元
を
流
れ
る
こ
の
水
が
農
業
、
工
業
と
と
も

に
こ
の
地
の
経
済
を
支
え
、
地
域
発
展
の
礎

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

か
ら
、
日
本
の
水
秩
序
に
、
大
き
な
異
変
が

も
た
ら
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
高
度
経
済

成
長
に
伴
い
、新
規
の
工
場
が
著
し
く
増
加
。

工
場
の
建
設
は
、
周
辺
の
宅
地
化
や
団
地
の

形
成
に
つ
な
が
り
、
人
口
増
加
を
も
た
ら
し

た
。
水
路
に
は
、
工
業
排
水
や
生
活
排
水
が

流
入
す
る
よ
う
に
な
り
、
水
質
が
悪
化
、
稲

の
根
腐
れ
な
ど
大
き
な
被
害
が
発
生
し
た
。

明
治
用
水
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に

対
応
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
五
年
か

ら
水
路
の
管か
ん

水す
い

路ろ

化
を
実
施
し
て
い
る
。
頭

首
工
か
ら
下
流
部
へ
は
、
落
差
を
利
用
し
た

自
然
圧
に
よ
っ
て
水
が
送
ら
れ
、
水
源
管
理

所
に
設
置
さ
れ
た
遠
方
監
視
制
御
施
設
に
よ

り
、
水
の
近
代
的
管
理
が
可
能
と
な
っ
た
。

現
在
で
は
、
用
水
路
約
三
〇
〇
km
の
う
ち
、

約
八
割
の
管
水
路
化
が
実
現
、
管
水
路
化
に

呼
応
し
て
、
各
地
の
ほ
場
整
備
事
業
も
行
わ

れ
、
水
田
の
汎は
ん

用よ
う

化か

や
大
型
機
械
の
導
入
も

可
能
と
な
っ
た
。

 

一
方
、
都
市
化
に
伴
い
、
地
域
の
水

需
要
も
、
農
業
用
水
に
加
え
、
工

業
用
水
、
生
活
用
水
と
急
激
に
増
加
し
た
。

昭
和
三
十
五
年
ご
ろ
に
は
、
矢
作
川
の
自
流

の
み
で
は
到
底
対
処
で
き
な
い
状
況
と
な

り
、
地
域
全
体
の
発
展
を
目
的
と
し
た
矢
作

8 7
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地
域
発
展
の
礎

い
し
ず
え 

川
総
合
開
発
事
業
が
採
択
さ
れ
る
。
昭
和

四
十
六
年
に
は
矢
作
川
上
流
に
新
た
な
水
源

と
し
て
、
治
水
、
都
市
用
水
、
発
電
、
農
業

用
水
の
多
目
的
ダ
ム
で
あ
る
矢
作
ダ
ム
が
完

成
し
た
。

昭
和
五
十
年
か
ら
は
、
明
治
用
水
の
一
部

を
共
用
し
、
西
三
河
工
業
用
水
の
通
水
が
開

始
さ
れ
、
明
治
用
水
は
農
業
だ
け
で
な
く
、

都
市
の
生
活
を
支
え
る
新
た
な「
地
域
の
水
」

と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

急
速
な
工
業
化
の
結
果
、か
つ
て
「
日

本
デ
ン
マ
ー
ク
」
と
も
称
さ
れ
た

こ
の
地
の
農
家
は
、
ほ
と
ん
ど
が
兼
業
化
し

た
。
だ
が
、
管
水
路
化
や
ほ
場
整
備
事
業
の

実
現
に
よ
っ
て
、
新
し
い
効
率
的
な
農
業
経

営
が
可
能
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
営
農
組
合

に
よ
る
受
託
農
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
依
然

と
し
て
、
農
業
は
基
幹
産
業
と
し
て
こ
の
地

を
支
え
続
け
て
い
る
。

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
化
さ
れ
、
目
に
は
見
え
な

こ
こ
で
は
、
幾
多
の
変
遷
を
遂
げ
た

明
治
用
水
の
歩
み
を
辿た
ど

っ
て
み
た
い
。

開
削
当
時
、
矢
作
川
に
設
け
ら
れ
た
の
は

丸
太
で
杭く
い

を
打
ち
、
割
石
を
積
み
上
げ
た

導ど
う

水す
い

堤て
い

だ
け
だ
っ
た
が
、
漏
水
が
多
く
、
破

損
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
明
治

三
十
四
年
か
ら
、
当
時
の
最
新
技
術
を
導
入

し
、
堰え
ん

堤て
い

の
築
造
が
行
わ
れ
た
。
工
事
を
請

負
っ
た
の
は
碧
海
郡
新
川
町
（
現
碧
南
市
西

山
町
）
の
服は
っ
と
り部
長ち
ょ
う

七し
ち

。
彼
の
発
明
し
た
人

造
石
（
タ
タ
キ
）
を
使
っ
て
つ
く
ら
れ
た
堰

堤
は
、
舟
し
ゅ
う

運う
ん

業
も
考
慮
に
入
れ
、
舟ふ
な

通と
お
し

閘こ
う

門も
ん

な
ど
も
完
備
し
た
近
代
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
堰
堤
は
、
現
在
も
一
部
が
残
っ
て

お
り
、
そ
の
堅
固
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。
昭
和
七
年
か
ら
は
県
営
事
業
と
し
て

水
路
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
工
事
な
ど
が
行

わ
れ
る
が
、
戦
時
体
制
の
強
化
や
労
力
、
資

材
不
足
な
ど
の
状
況
が
重
な
り
、
次
第
に
事

業
は
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た
。

終
戦
を
迎
え
、
差
し
迫
っ
た
食
糧
増
産
の

必
要
性
も
あ
り
、
よ
う
や
く
老
朽
化
し
た
水

利
施
設
の
抜
本
的
な
改
修
が
実
現
す
る
。
昭

和
三
十
三
年
に
は
、五
年
あ
ま
り
を
か
け
て
、

現
在
の
頭と
う

首し
ゅ

工こ
う

が
完
成
し
、同
時
に
用
水
路
、

排
水
路
が
改
修
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
頃

明
治
用
水
の
変へ

ん

遷せ
ん

と

新
た
な
課
題  

東井筋の今昔。写真右、
手前の道路下（地中）にか
つての用水路が管水路化
されて通っている。

明治用水広畔発電所（昭和11～34年に稼働）
上流から下流への落差 4ｍを利用した発電
所。現在は制水門となっており、この落差4
ｍを活用することで、ここから下流の管水
路方式が実現した。

水源管理所　遠方監視制御施設

明
治
用
水
の
変
遷　
―
― 

そ
の
恩
恵
は
地
域
全
体
へ
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管
水す
い

路ろ

化
を
実
施
し
て
い
る
。
頭

首
工
か
ら
下
流
部
へ
は
、
落
差
を
利
用
し
た

自
然
圧
に
よ
っ
て
水
が
送
ら
れ
、
水
源
管
理

所
に
設
置
さ
れ
た
遠
方
監
視
制
御
施
設
に
よ

り
、
水
の
近
代
的
管
理
が
可
能
と
な
っ
た
。

現
在
で
は
、
用
水
路
約
三
〇
〇
km
の
う
ち
、

約
八
割
の
管
水
路
化
が
実
現
、
管
水
路
化
に

呼
応
し
て
、
各
地
の
ほ
場
整
備
事
業
も
行
わ

や
大
型
機
械
の
導
入
も

礎

明
治
用
水
の
変へ

ん

遷せ
ん

―
―
そ
の
恩
恵
は
地
域
全
体
へ

水
は
、
農
業
の
み
な
ら
ず

あ
ら
ゆ
る
産
業
の
源
で
あ
る
。

幾
多
の
変
遷
を
経
て

明
治
用
水
は
都
市
用
水
の
供
給
を
も
支
え
る

地
域
発
展
の
礎

い
し
ず
え

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

現在の明治用水頭首工
（昭和33年完成）

明治用水旧頭首工（明治42年完成）

今も残る旧頭首工跡。
服部長七が発明した人造石が用いられている。



台
地
を
潤
す
血
脈
　
―
― 

明
治
用
水
管
内
水
路
位
置
図

N

明

治
本
流

Ｖ＝65,000千㎥
矢作ダム

明治用水頭首工

調整水門
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幹線用水路（管水路）

小幹流用水路（開水路）

小幹流用水路（管水路）

幹 線 排 水 路

小 幹 流 排 水 路

受 益 区 域

揚 水 機P
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台地を潤
うるお

す血脈

水はあらゆる生命の源。水路とは、その生命の源を運ぶ道である。
自然との壮絶な闘いの末、先人の手によって営々と築かれてきた
この明治用水こそが、我々の最大の資産といえよう。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平21業複、第987号）　この地図を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

明 治 用 水 管 内 水 路 位 置 図

明治用水頭首工

水の駅　明治用水土地改良区実習田（21枚田）

　

― 

生
命
を
育
む
明
治
用
水

M
e

iji-Y
o

u
su

i  R
u

r
a

l R
e

so
u

r
ce

s fo
r

 F
u

tu
r

e
 G

e
n

e
r

a
tio

n
s



台
地
と
い
う
立
地
条
件
で
の
苦
渋

を
い
や
と
い
う
ほ
ど
味
わ
っ
た

歴
史
的
経
緯
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、

明
治
用
水
土
地
改
良
区
の
水

へ
の
想
い
は
深
い
。

早
く
か
ら
治
山
と
治
水

は
一
体
で
あ
る
と
い
う
考

え
に
立
ち
、
用
水
完
成
後
、

間
も
な
い
明
治
二
十
二
年

に
は
、
す
で
に
矢
作
川
流
域
の

官
林
八
四
〇
ha
の
払
い
下
げ
に
反
対
し
、

こ
れ
を
中
止
さ
せ
て
い
る
。

明
治
三
十
九
年
に
は
、
用
水
管
理
組

合
に
よ
っ
て
森
林
経
営
が
議
決
さ
れ
、

候
補
地
を
物
色
。
明
治
四
十
一
年
に
、

監
視
と
デ
ー
タ
の
収
集
に
努
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
を
基
に
関
係
官
庁
に
陳ち
ん

情じ
ょ
うを
重
ね
、
昭
和
四
十
五
年
か
ら
の
用

排
水
分
離
事
業
は
実
現
に
至
っ
た
。

水
質
管
理
は
、
明
治
用
水
地

域
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
昭
和

四
十
四
年
に
は
矢
作
川
の

水
を
使
っ
て
い
る
農
業
団

体
、
漁
業
団
体
、
水
道
管

理
者
に
呼
び
か
け
、
一
九

団
体
が
結
束
し
た
「
矢
作

川
沿
岸
水
質
保
全
対
策
協
議
会

（
矢
水
協
）」
を
発
足
さ
せ
た
。
昭
和

四
十
六
年
に
水
質
汚
濁
防
止
法
が
施
行

さ
れ
る
と
、
汚
濁
源
で
あ
る
工
場
、
事

業
所
に
対
し
調
査
、
パ
ト
ロ
ー
ル
を
精

力
的
に
行
い
、
昭
和
四
十
七
年
に
は
、

同
法
違
反
に
よ
る
全
国
で
初
め
て
の
摘

発
が
行
わ
れ
た
。
世
論
へ
の
ア
ピ
ー
ル

の
成
果
も
あ
り
、
矢

作
川
水
域
の
浄
化
は

目
に
見
え
て
成
果
を

お
さ
め
た
。 

ま
た
、「
流
域
は
ひ

と
つ
運
命
共
同
体
」

を
合
言
葉
に
、
最
上

流
の
山
村
の
子
ど
も

た
ち
を
潮
干
狩
り
に

招
い
た
り
、
三
河
湾

で
捕
れ
た
新
鮮
な
イ

水
源
か
ん
養
林
と
し
て
上
流
の
山
へ
の

造
林
事
業
を
始
め
て
い
る
。
決
し
て
経

済
的
に
余
裕
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
上
流
の
山
林
こ
そ
が
、
明
治

用
水
に
と
っ
て
の
生
命
線
、
そ
の

想
い
は
強
く
、
現
在
で
は
長

野
県
を
中
心
に
合
計
、
約

五
二
五
ha
も
の
水
源
か
ん

養
林
を
所
有
し
、
管
理
を

行
っ
て
い
る
。

平
成
二
十
年
度
か
ら
は
、

水
源
地
と
農
業
の
関
わ
り
に
つ

い
て
啓
発
す
る
農
業
用
水
水
源
地
域
保

全
対
策
事
業
を
実
施
し
、
森
林
整
備
の

大
切
さ
や
森
林
が
果
た
す
役
割
な
ど
、

小
学
生
を
中
心
と
し
た
流
域
住
民
へ
の

啓
発
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

流
域
単
位
で
の
水

資
源
確
保
の

取
り
組
み
は
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
都
市
化
と

水
質
汚
染
が
顕け

ん

在ざ
い

化か

し

て
き
た
昭
和
四
十
年
代

に
は
、土
地
改
良
区
自
ら

水
質
分
析
室
を
設
置
し
、

工
場
・
事
業
所
の
水
質

水
を
使
う
者
は

自
ら
水
を
つ
く
れ

―
―
矢
作
川
水
源
か
ん
養
林
の
経
営
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水を使う者は自ら水をつくれ　―― 矢作川水源かん養林の経営

疏通千里・利澤萬世　―― 生命を育む明治用水

ワ
シ
を
上
流
山
村
に
直
送
し
て
朝
市
を

行
っ
た
り
と
、
上
下
流
の
住
民
の
交
流

も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
矢
作
川
に
お
け
る
民

間
主
導
の
水
質
保
全
の
活
動

は
、
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
「
矢
作
川
方
式
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
で

は
、
矢
水
協
の
加
入
団
体

も
流
域
四
〇
団
体
と
な
り
、

流
域
全
体
が
協
力
し
て
矢
作

川
の
清
流
を
守
っ
て
い
る
。

疏通千里・利澤萬世　―― 生命を育む明治用水

水
を
使
う
者
は
自
ら
水
を
つ
く
れ　
―
― 

矢
作
川
水
源
か
ん
養
林
の
経
営

水
源
か
ん
養
林

流
域
は
ひ
と
つ

運
命
共
同
体

水
質
管
理
は
、
明
治
用
水
地

域
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
昭
和

団
体
が
結
束
し
た
「
矢
作

川
沿
岸
水
質
保
全
対
策
協
議
会

こ
間
主
導
の
水
質
保
全
の
活
動

は
、
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
「
矢
作
川
方
式
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
で

も
流
域
四
〇
団
体
と
な
り
、

流
域
全
体
が
協
力
し
て
矢
作

川
の
清
流
を
守
っ
て
い
る
。

歴
史
的
経
緯
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、

明
治
用
水
土
地
改
良
区
の
水

間
も
な
い
明
治
二
十
二
年

に
は
、
す
で
に
矢
作
川
流
域
の

用
水
に
と
っ
て
の
生
命
線
、
そ
の

想
い
は
強
く
、
現
在
で
は
長

野
県
を
中
心
に
合
計
、
約

行
っ
て
い
る
。

水
源
地
と
農
業
の
関
わ
り
に
つ

　

― 

生
命
を
育
む
明
治
用
水

M
e

iji-Y
o

u
su

i  R
u

r
a

l R
e

so
u

r
ce

s fo
r

 F
u

tu
r

e
 G

e
n

e
r

a
tio

n
s

根羽
（ねば）

長野県
下伊那郡根羽村
427.33ha

1914（大正 3）年11月より

豊田市有間町
2.88ha 1930（昭和5）年 8月より

羽布
（はぶ）

豊田市羽布町
54.89ha 1908（明治 41）年より

小渡
（おど）

豊田市小渡町
3.46ha

地拵（じごしらえ）

植林（しょくりん）

下刈（したがり）

除伐（じょばつ）

間伐（かんばつ）

間伐（かんばつ）

間伐（かんばつ）

間伐（かんばつ）

主伐（しゅばつ）

3,000 本

2,300 本

1,100 本

750 本

500 本

330 本
330 本

維持管理作業木の一生

水源かん養林データ

木の一生と森林の維持管理作業

1926（大正15）年 4月より
1960（昭和35）年 4月より
1984（昭和59）年11月より

有間
（あんま）

0年

11年

15年

22年

32年

45年

88年

8年

 平谷
（ひらや）

長野県
下伊那郡平谷村
36.12ha

1987（昭和 62）年 3月より

場所／面積（ha） 備  考かん養林
の名称

合計 524.68ha（ナゴヤドーム約120個分の面積）

（上）矢水協による愛知県
庁への陳情（昭和 46 年）
（下）工場排水の独自調査。
水質汚染の状況がよく分か
る（昭和49年）

明治用水土地改良区が管理する水源かん養林の位置明治用水土地改良区が管理する水源かん養林の位置明治用水土地改良区が管理する水源かん養林の位置

みよし市

凡　例

矢作川流域

明治用水流域

矢作川

羽布水源かん養林

小渡水源かん養林

有間水源かん養林

根羽・平谷水源かん養林



利
用
し
た
親
水
公
園
が
整
備
さ
れ
、
地

域
の
景
観
に
潤う
る
おい
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

明
治
用
水
が
地
域
に
果
た
す
役
割
は

こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
火
災
時
に
は
、

消
火
栓
・
防
火
水
槽
に
代
わ
る
防
火
水

源
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、

明
治
用
水
に
は
、
一
五
四
か
所
に
防
火

水
利
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

明
治
用
水
の
水
に
よ
っ
て
潤
さ
れ
る
田

畑
は
、
洪
水
の
防
止
、
地
下
水
の
か
ん

養
、気
候
の
緩か
ん

和わ

、生
態
系
の
保
全
な
ど
、

様
々
な
多
面
的
機
能
を
発
揮
し
て
お
り
、

地
域
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
存
在
と

な
っ
て
い
る
。

明
治
用
水
土
地
改
良
区
で
は
、
平
成

二
十
二
年
度
の
通
水
百
三
十
周
年
を
機

に
、地
域
活
動
の
拠
点
施
設
で
あ
る
「
水

の
か
ん
き
ょ
う
学
習
館
」
を
建
設
す
る
。

今
後
も
、
農
業
と
農
業
施
設
が
発
揮
す

  

明
治
用
水
は
、
民
間
人
に
よ
っ

て
、
計
画
・
開
削
さ
れ
た
伝
統

を
引
き
継
ぎ
、
開
削
当
初
か
ら
村
々
に

よ
る
総
代
を
選
出
し
て
、管
理
に
当
た
っ

て
き
た
。「
土
功
会
」「
普
通
水
利
組
合
」

そ
し
て
現
在
の
「
土
地
改
良
区
」
と
名

称
は
変
わ
っ
て
も
、
水
管
理
の
地
元
組

織
は
、
用
水
の
管
理
と
い
う
責
務
を
果

た
し
続
け
て
い
る
。

し
か
し
、
農
地
や
農
業
人
口
が
著
し

く
減
少
し
た
現
在
、
土
地
改
良
区
が
従

前
の
と
お
り
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く

の
は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。
土

地
改
良
区
の
活
動
資
金
は
、
受
益
面
積

に
応
じ
た
農
家
の
賦ふ

課か

金き
ん

に
依
存
し
て

い
る
た
め
、
農
地
の
減
少
が
続
く
限
り
、

財
政
的
な
負
担
は
増
え
続
け
て
い
く
。

ま
た
、
例
え
全
体
の
農
地

面
積
が
減
少
し
よ
う
と
も

土
地
改
良
区
の
果
た
す
役

割
は
減
る
わ
け
で
は
な
い
。

水
路
だ
け
を
例
に
と
っ
て

も
、
土
地
改
良
区
の
管
理

は
約
四
〇
〇
㎞
に
も
及
び
、

農
家
以
外
の
住
民
の
協
力

が
必
要
で
あ
る
の
は
明
ら

か
だ
ろ
う
。

か
つ
て
人
々
が
親
し

ん
だ
水
路
は
、
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
化
に
よ
っ
て
、

地
下
へ
と
も
ぐ
り
、
目
に

は
見
え
ぬ
流
れ
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
水
の
恩
恵
へ
の

感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ぬ

た
め
、
歴
史
的
な
景
観
を

守
り
継
ぐ
た
め
、
土
地
改

良
区
で
は
、
往お
う

時じ

の
面
影
を
残
し
た
環

境
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

水
路
用
地
の
上
部
は
、
大
部
分
が
自
転

車
道
・
緑
道
・
歩
道
・
通
学
道
路
な
ど

有
効
に
活
用
さ
れ
て
お
り
、
自
転
車
道

や
緑
道
に
は
、
せ
せ
ら
ぎ
と
呼
ば
れ
る

水
辺
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
各
所
に
は
、

地
下
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
管
水
路
網
を

る
多
面
的
機
能
や
、
安
全
・

安
心
な
食
料
生
産
を
支
え

る
農
地
と
水
の
重
要
さ
を

広
く
呼
び
か
け
て
い
く
。

 

水
―
―
そ
の
大
切
さ

は
、
今
さ
ら
述
べ
る
ま
で
も
な

い
だ
ろ
う
。
飲
み
、
煮
炊
き
し
、
洗
い
、

私
た
ち
の
生
活
は
、
水
な
し
で
は
成
り

立
た
な
い
。
ま
た
、
農
業
、
漁
業
、
水

運
、
発
電
、
工
業
と
、
社
会
と
は
実
に

水
資
源
の
利
用
に
尽
き
る
と
も
い
え
る
。

こ
の
地
の
先
人
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
辛し
ん

苦く

と
闘
い
、
明
治
用
水
と
い
う
一
本
の

道
を
通
し
た
。
か
け
が
え
の
な
い
水
の

道
で
あ
る
。

疏そ

通つ
う

千せ
ん

里り

・
利り

澤た
く

萬ば
ん

世せ
い

―
―
生
命
を
育
む
明
治
用
水
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疏通千里・利澤萬世　―― 生命を育む明治用水

疏通千里・利澤萬世　―― 生命を育む明治用水

し
か
し
、
時
代
は
変
わ

り
、「
農
」
の
営
み
は
、
時

と
し
て
遠
く
の
出
来
事
と

と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
水
の

汚
濁
に
も
鈍
感
に
な
り
、

急せ

き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に

過
ぎ
て
ゆ
く
日
々
に
、
そ

の
大
切
さ
す
ら
忘
れ
か
け

て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

だ
が
、
一
日
た
り
と
も
、

水
が
な
く
て
平
気
な
人

間
は
い
な
い
。
も
の
を

食
べ
ぬ
人
も
な
い
。

  

明
治
用
水
が
完
成
し

た
と
き
、
通
水
に
立
ち

会
っ
た
農
民
た
ち
は
涙

を
流
し
て
感
謝
し
た
と

い
う
。
都
築
弥
厚
、
岡

本
兵
松
、
伊
豫
田
与
八

郎
ら
開
削
功
労
者
は
、「
神
」
と
し
て
明

治
川
神
社
に
祀ま

つ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
地
域
に
は
、
約
四
〇
か
所
も
の
功
労

者
碑
や
用
水
開
削
碑
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かつての明治用水本流（明治川神社付近）かつての明治用水本流（明治川神社付近）かつての明治用水本流（明治川神社付近）

明治川神社（安城市東栄町）

【明治用水開渠記念碑（安城市浜屋町）】
（右）疏通千里利澤萬世　内務卿　松方正義
（左）聖朝嘉精良民義峯　大蔵卿　佐野常民
と刻まれている。



組合員 配水総代水路総代
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常任委員会  特別委員会

事務局

■幹線水路及び小幹流水路

■標準断面図

■受益面積の推移（明治21年～平成21年）

明治用水会館

■維持管理の状況：管理組織図

幹線水路は、明治本流・東井筋・中井筋・西井筋・鹿乗井筋に大別される。
各幹線より分水する小幹流用水路と合流する用排水路は、下表のとおりである。

関連資料

幹線水路
延長（m）

小幹流水路

11,534.0
0.0

11,421.0
0.0

8,420.7
8,848.0

14,349.0
0.0

14,126.0
17,461.0

59,850.7
26,309.0

86,159.7

本数（線）

29
8

24
2

44
15

2
28

32
39

131
92

223

延長（m）

48,940.7
8,358.1

47,453.9
5,403.0

64,519.0
21,975.0

34,749.4
4,947.7

34,621.2
36,053.0

230,284.2
76,736.8

307,021.0

水路
総延長（m）

60,474.7
8,358.1

58,874.9
5,403.0

72,939.7
30,823.0

49,098.4
4,947.7

48,747.2
53,514.0

290,134.9
103,045.8

393,180.7

左のうち
管水路延長（m）

53,519.5
702.1

51,377.1
1,120.0

64,417.7
840.0

39,645.9
717.0

14,494.2
510.0

223,454.4
3,889.1

227,343.5

概　　要

工業用水と共用

一部工業用水と共用

上段　用水路
下段　用排水路

地 区 名

明治本流

東 井 筋

中 井 筋

西 井 筋

鹿乗井筋

小 計

合 計

平成21年平成21年
枝下用水

普通水利組合合併
枝下用水

普通水利組合合併

枝下用水
土地改良区分離
枝下用水
土地改良区分離

鹿乗川沿岸用排水
土地改良区合併
鹿乗川沿岸用排水
土地改良区合併

明治用水普通水利組合 明治用水土地改良区
土
功
会

明治用水頭首工概要
■かんがい地域
明 治 地 域

南部及び第二地域

安城市、岡崎市、豊田市、知立市、刈谷市、高浜市、碧南市、西尾市

幸田町、吉良町、幡豆町、一色町　合計8市4町

■平面図

型 式

堤 長

洪 水 吐

土 砂 吐

そ の 他

堰 上 高

フローティングタイプ

L＝167.30m

経間 16.50m×扉高 2.80m×7門（ローラーゲート）L＝133.00m

エプロン長35.50m、護床工長99.2m（異形ブロック）

経間5.00m×扉高 5.30m×4門（ローラーゲート）L＝26.05m

エプロン長35.50m、護床工長125.0m（異形ブロック）

（魚道他）L＝8.25m

（取水位）　EL.　30.10m

■施設の概要

右 岸

左 岸

魚 道

沈 砂 地

管 理 橋

操 作 制 御 施 設

予 備 ゲ ー ト

付帯施設：取水工

経間3.10m×扉高 2.10m× 4門（スルースゲート）

経間1.50m×扉高 2.16m× 1門（スルースゲート）

経間2.00m×扉高 2.16m× 1門（スルースゲート）

右岸　階段式　巾2.0m　1か所　左岸　階段式　巾3.0m　1か所

巾員　10.00m× 4連　L＝ 50.0m　沈砂容量740㎥

巾員　3.60m　橋長　L＝ 170.0m

機側及び遠方操作

洪水吐　経間18.0m×扉高 2.8m× 1門（鋼製フローティングゲート）

土砂吐　経間5.0m×扉高 5.3m× 1門（鋼製角落しゲート）
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都築弥厚が用水開削計画を始める(説)
明治用水開削計画の測量が完成
都築弥厚病死  69才
伊豫田与八郎を中心に７カ村排水路開削計画が進展 
岡本兵松 京都民政局に水路計画願書を提出 
７カ村（代表伊豫田）が額田県に悪水路計画を出願  岡本額田県に水路計画出願
伊豫田７カ村悪水計画断念し岡本の計画と統合 
本流の開削工事開始、碧海郡大浜茶屋村（上倉池）まで水路開削,東井筋の測量完了,中井筋の測量完了 
中井筋・東井筋の開削工事開始 新用水路盛業式を水源付近で挙行  中井筋・東井筋開削完成（初通水）
西井筋完成 新水路の名称を「明治用水」と命名 用水管理組織として「井組総代」を選任
明治用水連合水利土功会設立
花の木用水関係各村、添川用水開削を出願、翌月許可 東井筋矢作川を越えて
幡豆郡上町（西尾市）まで延長（現西城用水）水源取水口に船通閘門完成 
明治川神社創建 
明治用水第一樋門（木製）改築工事開始  伊豫田与八郎死去74才 
明治用水第二・第三樋門（人造石）で拡張工事施工
明治用水普通水利組合成立
旧堰堤設置工事開始  安城農林学校設立  初代校長  山崎延吉
山崎延吉  県立農事試験場の場長を兼ねる
安城町農会設立  組合会で造林事業実施決議 
組合造林規定制定  旧頭首工船通閘門完成  下山村羽布造林地90か年の地上権設定契約（100ha）
明治用水普通水利組合に組織変更
頭首工の第1樋門を人造石で改築 
羽布造林地の植林終了 
長野県根羽村の山林買収契約（564ha）20,000円 
根羽造林地の植林開始 水源頭首工補強工事（～大正6） 
この頃、碧海郡一帯が日本デンマークと呼ばれるようになった 
枝下用水普通水利組合を合併  東加茂郡旭村小渡の山林を購入（1.0ha）7,500円 
東加茂郡旭村有間の山林を購入（1.7ha）5,500円 
県営明治用水幹線改良事業着手（～昭和17年） 
県営明治用水幹線改良事業を農地開発営団に引き継ぐ 
矢作川上流御料林8,100余haの払下の出願
明治本流・枝下井筋改良工事完工式 農地開発営団閉鎖、幹線改良事業は農林省へ移る 
新頭首工建設工事着手 
新頭首工工事起工式挙行 
明治用水土地改良区に組織変更 国営矢作川農業水利事業（羽布ダム）着手 
新頭首工完成 
東加茂郡旭町小渡の山林を水源かん養林として購入（0.1ha）17万円 
羽布ダム（下山村）完成 根羽造林地、伊勢湾台風被災地の植林完了 羽布造林地伐採跡地の植林完了 
根羽造林地の県営林道外山線が完成 
国営事業による幹線水路の管水路化を陳情 水質試験室を設置 矢作川沿岸水質保全対策協議会発足
県営水質障害対策事業追田地区着手（昭和53年完了）
根羽造林地、水源かん養林保安の指定を受ける  矢作ダム完成
国営矢作川総合農業水利事業明治用水地区工事開始（平成元年完了）
鹿乗川沿岸用排水土地改良区合併（8月） 
明治本流と東井筋の上部を自転車道とすることに決定  明治本流、柳原用水等パイプラインかんがい始まる 
県営西三河工業用水が明治用水を共用して通水開始 
国営造成土地改良施設整備事業により頭首工改修着手（昭和59年完了）
根羽造林事務所新築竣工 
国営事業で造成された水源管理所の使用始める 
東加茂郡旭町小渡の山林を水源かん養林として購入（1ha）270万円 
長野県下伊那郡平谷村でかん養林として山林取得（36ha）3,440万円 
国営矢作川総合農業水利事業完了（昭和45年着手） 
平谷造林地水源かん養保安林に指定 
明治用水緑道と水利用協議会発足 
「水のかんきょう楽校」を開校し農業・農村の多面的機能や水土里ネット明治用水が地域へ果たす役割などを啓発
水源地と農業(用水)の係わりについて啓発する「農業用水水源地域保全対策事業」実施(H20-H24) 
「明治用水」通水１３０周年記念式典挙行　大池公園(都市公園)内に「水のかんきょう学習館」建設
「水のかんきょう学習館」供用開始
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本冊子は明治用水通水130周年を記念して制作したものです。
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――生命を育む明治用水
企画制作：明治用水土地改良区
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meiji@midorinet-meiji.jp

〒446-0065  愛知県安城市大東町22番16号
総 務 課
地域活動室
財 務 課
工 務 課
用 水 課
ＦＡＸ（共通）

TEL 0566-76-6241
TEL 0566-76-4922
TEL 0566-76-4920
TEL 0566-76-4921
TEL 0566-76-4923
0566-75-7944

明治用水土地改良区

〒471-0822  愛知県豊田市水源町6丁目10番地
TEL 0565-28-0466   FAX 0565-27-0946

明治用水水源管理所

〒509-7503  長野県下伊那郡根羽村5072番地3
TEL 0573-47-2351

根羽造林事務所

編集・デザイン：㈱オルタナティブコミュニケーションズ

M e i j i - Y o u s u i   R u r a l  R e s o u r c e s  f o r  F u t u r e  G e n e r a t i o n s


