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第

9 回 青島晃 の

浅
羽
低
地
は
浅

あ
さ

羽ば
の

荘し
ょ
うと

呼
ば
れ
た
鎌
倉
時
代
か
ら

治
水
が
行
わ
れ
て
い
た
（中

な
か

畦
う
ね

堤
づ
つ
み

）土
地
で
し
た
。

てくてく太田川の
バックナンバーはこちらから
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旧太田川の名残
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発達した砂洲
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和口橋

二瀬橋

現
在
の
太
田
川

ご意見、ご感想をお送りください。また、太田川
水系の川に関する情報や、感動的な写真もあわ
せて募集します。太田川情報編集局事務局まで。
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図書カードが
　　当たる!!

2023てくてく太田川
ものしりクイズものしりクイズ

江戸時代に太田川と合流させた河川の名前は？
①原野谷川　②今ノ浦川　③逆川

正解を応募いただいた方の中から図書カード3,000円分を
抽選で10名の方にプレゼント !ふるってご応募ください !

【応募方法】 上記QRコードからWEBで回答または電子メール、
FAX、官製ハガキのいずれかの方法で、必要記載事項を
ご記入のうえ応募してください。
応募先は、右記の 静岡県袋井土木事務所  河川改良課

「ものしりクイズ応募係」 まで

【記入事項】 ①クイズのこたえ  ②住所  ③氏名  ④年齢  ⑤職業  ⑥電話番号
⑦「てくてく太田川 第22号」をどこで入手しましたか？
　• 新聞折込  • 回覧板  • 公共施設  • 観光施設  • その他（場所を記載）
⑧第22号を読んで新たな発見や感想等

【応募締切】 2023年5月31日 当日消印有効

【当選発表】 当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていた
だきます。

※ ご記入いただいた個人情報につきましては、管理責任者を定め、紛失や漏洩が発生し
ないように努めます。また、上記の利用目的のみに使用し、第三者に提供することはご
ざいません。

編集局員を募集しています !編集局員を募集しています !
編集会議では、新しい出会いや知識共有の場を提供します !!
磐田市、袋井市、掛川市、森町にお住まいの方、編集会議に参加
しませんか？

ブログ・Facebook
もやってます!!

現
在
、私
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
太
田
川
は
、い
つ
頃
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
、太
田
川
の
成
り
立
ち
や
歴
史
を
学
ぶ
た
め
、袋
井
市
郷
土
資
料
館
を
訪
ね
ま

し
た
。
資
料
館
で
は
数
々
の
資
料
と
と
も
に
、
館
長
の
山
本
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が

い
ま
し
た
。先
人
た
ち
の
暮
ら
し
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

令
和
4
年
9
月
23
日
か
ら
24
日
に
か
け
て
静
岡
県
に
襲
来
し
た
台
風
15
号
は
、静
岡
県
中
西
部
地
域
を
中
心

に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。太
田
川
流
域
に
お
い
て
も
、河
川
の
増
水
に
伴
い
堤
防
が
削
り
取
ら
れ
る

「
洗
堀
」が
い
た
る
と
こ
ろ
で
確
認
さ
れ
、一
部
地
域
で
は
、堤
防
が
欠
壊
し
、浸
水
等
の
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。

袋
井
土
木
事
務
所
で
は
、
台
風
が
過
ぎ
去
っ
た
翌
日
か
ら
現
地
調
査
を
行
い
、
発
災
か
ら
3
日
後
の
27
日

に
は
更
な
る
被
害
の
防
止
や
背
後
地
の
保
護
を
目
的
に

大
型
土
の
う
等
を
用
い
た
仮
復
旧
工
事
に
着
手
し
ま
し

た
。
12
月
に
は
、
国
土
交
通
省
と
財
務
省
の
職
員
が
現

地
の
被
災
状
況
を
確
認
し
復
旧
予
算
を
決
定
す
る
災
害

査
定
を
行
い
ま
し
た
。
現
在
は
、早
期
復
旧
に
向
け
て
災

害
査
定
で
決
定
し
た
内
容
を
も
と
に
、
護
岸
工
事
等
の

本
復
旧
工
事
に
順
次
取
り
掛
か
っ
て
い
ま
す
。

応
急
復
旧
作
業

愛
の
鐘

台
風
15
号
の
爪
痕

① 
約
二
万
年
前

氷
河
時
代
は
、海
面
が
約
１
２
０

ｍ
も
下
が
り
ま
し
た
。こ
の
た
め
、海

岸
線
が
現
在
の
位
置
か
ら
沖
に
遠
ざ

か
っ
て
、古
天
竜
川
、古
太
田
川
の
深

い
谷
が
き
ざ
ま
れ
ま
し
た
。

② 

約
六
千
年
前

氷
河
時
代
が
終
わ
り
、
縄
文
時

代
に
入
る
と
、
気
温
が
上
が
っ
て
氷

が
溶
け
ま
し
た
。こ
の
た
め
海
水
面

が
約
４
ｍ
も
上
が
り
、海
水
が
平
野

の
奥
ま
で
侵
入
し
て
き
ま
し
た
。

③ 

約
四
千
年
前

海
水
面
は
現
在
の
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
太
田
川
の
河
口
は
、
天
竜

川
の
押
し
流
す
砂
に
よ
っ
て
、
幅
広

い
砂
州
が
内
湾
の
入
り
口
を
ふ
さ

ぎ
、
現
在
の
浜
名
湖
の
よ
う
な
入

江
に
な
り
ま
し
た
。

④ 

現
在

や
が
て
入
江
の
入
口
は
閉
じ
、
淡

水
の
湖
の
状
態
が
長
く
続
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
周
囲
か
ら
の
砂
泥
が

流
れ
込
み
。
水
域
が
埋
め
立
て
ら
れ

て
現
在
の
平
野
に
な
っ
た
の
で
す
。

太
田
川
の
低
地
は
、ど
の
よ
う
に
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

太
田
川
低
地
の
成
り
立
ち

「
愛
の
鐘
」は
、
袋
井
市
の「
愛
野
公
園
」の
丘
の

上
に
あ
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ん
で
す
。
南
ア
ル
プ
ス

の
山
々
や
富
士
山
も
一
望
で
き
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

あ
り
、パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
多
く
の
人
か
ら
愛

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。こ
の
鐘
な
ん
と
、鳴
ら
す

こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
よ
。皆

さ
ん
、
幸
せ
を
願
っ

て
こ
の
鐘
を
鳴
ら
し
て
み

て
は
。
そ
し
て
、
こ
こ
で

唄
っ
て
み
て
は
…
。

「
や
さ
し
さ
や
、い
た
わ

り
や
、ふ
れ
あ
う
事
を
～

…
…
あ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の

は
あ
な
た
～
♪｣

（
笑
）

令
和
４
年
、台
風
15
号
に
よ
り
県
内
各
地
で
甚
大
な
被

害
が
出
ま
し
た
。地
域
の
建
設
業
者
は
、官
公
庁
と
建
設
業

協
会
・
組
合
を
か
い
し
て
災
害
協
定
を
結
ん
で
い
る
事
が
多

く
、今
回
も
官
公
庁
よ
り
出
動
要
請
が
あ
り
、道
路
や
河
川

で
発
生
し
た
災
害
に
対
し
て
応
急
復
旧
作
業
を
行
い
ま
し

た
。静
岡
県
よ
り
、作
業
中
の
工
事
を
止
め
て
応
急
復
旧
作

業
を
優
先
す
る
よ
う
指
示
が
出
て
い
ま
し
た
が
、災
害
件
数

対
し
て
作
業
員
数
も
足
り
ず
、復
旧
ス
ピ
ー
ド
に
は
限
界
が

あ
り
多
く
の
時
間
を
要
し
ま
し
た
。

最
近「
○
年
に
一
度
の
災
害
」と
よ
く
耳
に
し
ま
す
。「
地

域
を
守
る
」の
も
建
設
業
の
使
命
で
す
。こ
れ
か
ら
も
、こ
の

仕
事
に
や
り
が
い
を
感
じ
、少
し
で
も
多
く
の
若
者
が
興
味

を
持
つ
、必
要
不
可
欠
な
業
種
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
つ
の
川
の
合
流
と
大お

お

囲
が
こ
い

堤づ
つ
み

の
築ち

く

堤て
い

太
田
川
水
系
の
河
川
改
修
の
歴
史
は
、
戦
国
時
代

に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
当
時
の
太
田
川
・
原
野
谷
川

は
発
達
し
た
砂さ

洲す

に
阻は
ば

ま
れ
、
遠え
ん

州し
ゅ
う

灘な
だ

に
直
接
流
れ

込
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
旧
太
田
川
は
、
現
在
の
今

ノ
浦
川
と
仿ぼ

う

僧そ
う

川が
わ

の
川
筋
を
流
れ
、
旧
原
野
谷
川
は

高
低
差
の
ほ
と
ん
ど
な
い
袋
井
市
の
平
野
部
を
蛇
行

し
て
流
れ
て
い
ま
し
た
。二
つ
の
川
は
た
び
た
び
洪
水

を
引
き
起
こ
し
、
付
近
に
は
大
き
な
池
や
湿
地
帯
が

広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
湿
地
帯
へ
の
新
田
開
発
が
、
戦
国
大
名
の
今
川

氏
に
よ
っ
て
16
世
紀
中
頃
か
ら
始
め
ら
れ
、そ
の
時
に

原
野
谷
川
に
沿
っ
て
堤
防
が
造
ら
れ
ま
し
た
。そ
れ
が

「
古ふ

る

堤づ
つ
み」で
す
。

そ
の
後
幕
府
を
開
い
た
徳
川
家
康
は
、江
戸
・
京
都

間
の
安
定
し
た
物
資
や
人
の
往
来
を
目
的
に
、東
海
道

を
整
備
し
ま
す
。湿
地
帯
で
あ
っ
た
こ
の
地
の
整
備
は
、

当
時
の
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で

白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
幕
府
代だ

い

官か
ん

頭が
し
らと
し
て
治
水
や

新
田
開
発
に
手
腕
を
発
揮
し
て
い
た
伊い

奈な

忠た
だ

次つ
ぐ

で
、
太

田
川
と
原
野
谷
川
を
合
流
さ
せ
て
1
本
の「
太
田
川
」

と
し
、遠
州
灘
ま
で
流
す
大
工
事
を
行
っ
た
の
で
す
。

こ
の
工
事
の
際
に
出
た
土
砂
で
、
新
し

い
川
筋
に
沿
っ
て
堤
防
が
築
か
れ
ま
し

た
。
太
田
川
の
東
側
は「
浅あ

さ

羽ば

大お
お

囲が
こ
い

堤づ
つ
み

」、 

西
側
は「
御み

厨く
り

大お
お

囲が
こ
い

堤づ
つ
み

」と
呼
ば
れ
ま

し
た
。

現
在
は
、
田
畑
の
整
備
等
に
よ
っ
て

ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
い
る
そ
う
で
す
が
、

当
時
の
堤
の
上
に
新
た
な
堤
防
が
築
か

れ
、一
部
で
は
そ
の
名
残
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

太
田
川
流
域
に
住
む
人
々
の
生
活
は
、
河

川
改
修
の
歴
史
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 池本紘太

大石佳典

袋
井
土
木
事
務
所　

河
川
改
良
課

▲ 仮復旧後（周智郡森町）

▲ 江戸時代に描かれた絵図
　 （提供：袋井市郷土資料館　一部加筆）

▲ 戦国時代の復元図

▲ 被災の様子（周智郡森町）
▲ 被災現場（掛川市）

▲ 応急復旧作業の様子（掛川市）

▲ 「愛の鐘」モニュメント▲ 球体は鐘になっている

武藤君幸

磐
田
南
高
等
学
校

青
島 

晃

野中大輔

昭
和
19
年
東
南
海
地
震
の
教
訓（
１
９
８
４
年
）よ
り
引
用

配
布
地
域
︓

磐田
市・袋
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掛
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市
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太
田
川
と
原
野
谷
川
は
合
流
し
て
お
ら
ず
、
付
近
は
た
び
た

び
洪
水
に
見
舞
わ
れ
大
き
な
池
や
湿
地
帯
が
広
が
っ
て
い
た

戦
国

伊
奈
忠
次
に
よ
り
、
太
田
川
と
原
野
谷
川
を
合
流
さ
せ
て
、

遠
州
灘
に
注
ぐ
大
工
事
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
大
囲
堤

が
築
か
れ
る

治
山
治
水
を
考
え
、
幕
府
や
諸
藩
は
森
林
の
管
理
を
厳
格

に
行
っ
た

江
戸

江
戸
幕
府
に
よ
る
森
林
の
管
理
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の

に
加
え
、
西
洋
の
文
化
が
流
れ
込
ん
だ
こ
と
で
木
材
の
需

要
が
急
増
し
、
大
量
伐
採
が
横
行
し
て
、
山
は
保
水
で
き

ず
各
地
で
洪
水
が
起
こ
る
よ
う
に
な
る

明
治

明
治
43
・
44
年
と
立
て
続
け
に
起
き
た
大
洪
水
を
き
っ
か

け
に
、
太
田
川
・
原
野
谷
川
の
改
修
工
事
が
は
じ
ま
る

大
正

太
田
川
・
原
野
谷
川
で
河
道
改
修
事
業
が
行
わ
れ
る
も
、
予
想

を
上
回
る
降
雨
に
よ
り
幾
度
と
な
く
洪
水
の
被
害
を
受
け
る

昭
和

抜
本
的
治
水
対
策
と
し
て
、
河
川
改
修
と
合
わ
せ
て
ダ
ム
に
よ

る
洪
水
調
節
を
採
択
、
平
成
21
年
太
田
川
ダ
ム
が
完
成
す
る

平
成

河
川
敷
で
の
伐
木
や
、
河
道
掘
削
工
事
、
河
川
改
修
を
行
う

な
ど
、
治
水
対
策
は
現
在
も
続
い
て
い
る

現
在

歴史年表歴史年表

SPECIAL FEATURE

太
田
川

太
田
川

太
田
川

太
田
川

治
水
の
歴
史

治
水
の
歴
史

治
水
の
歴
史

治
水
の
歴
史
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昔、太田川は海と
つながっていなかったんだね
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探
し
て
み
よ
う
！

探
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み
よ
う
！

　太
田
川
水
系
の
魅
力
。

　太
田
川
水
系
の
魅
力
。

1

150

太田川水系一覧
1 太田川 14小笠沢川 27掛川戸沢川
2 仿僧川 15法多沢川 28神代地川
3 今ノ浦川 16宇刈川 29海老名川
4 古川 17沖之川 30西之谷川
5 倉西川 18逆川 31敷地川
6 磐田久保川 19馬込沢川 32小薮川
7 半ノ池川 20垂木川 33中沢川
8 安久路川 21家代川 34一宮川
9 旧仿僧川 22西山沢川 35伏間川
10 祝川 23東山沢川 36瀬入川
11 磐田田中川 24倉真川 37三倉川
12 原野谷川 25初馬川 38葛布川
13 蟹田川 26掛川滝ノ谷川 39大府川

治
水
で
使
わ
れ
た

高
い
土
木
技
術
と
は
？

▲ 原野谷川沿いの様子

▲ ひょっとして妖怪？ ▲ オイカワ

▲ 今之浦公園

▲幻想的なライティング
　《 写真提供：粟倉利保氏 》

鈴木健太

数
台
の
ダ
ン
プ
が
目
の
前
を
横
切
り
、原
野
谷
川
沿
い
へ

下
り
て
行
っ
た
。
勢
い
を
残
し
た
土つ

ち

埃ぼ
こ
りに
目
を
細
め
る
。
河

川
で
は
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
な
ど
が
黙
々
淡
々
と
動
い
て
い
た
。

技
術
が
技
術
と
呼
ば
れ
て
い
な
い
遥
か
昔
、
河
川
に
ま

つ
わ
る
民
間
伝
承
に
河
童
や
鬼
が
よ
く
登
場
す
る
。
最
近

の
研
究
か
ら
山
間
地
域
の
一
部
で
呼
ば
れ
た「
鬼
」と
は
鉱

山
師
を
指
し
、
ま
た
河
童
は
河
原
に
住
ん
で
い
た
川
小
僧

で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
平
野
の
人
た

ち
に
は
な
い
特
殊
技
術（
土
木
技
術
）を
持
っ
て
い
た
の
だ
。

恐
れ
ら
れ
時
に
は
親
し
ま
れ
た
彼
ら
の
本
音
が
重
機
音

に
混
じ
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
。
思
わ
ず
涙
を
拭
っ

て
い
た
。土
埃
は
目
に
染
み
る
。

令
和
四
年
三
月
に
今
之
浦
公
園
が
大
き
く
姿
を
変
え
ま
し
た
。

今
ノ
浦
川
を
挟
ん
で
東
側
エ
リ
ア
と
西
側
エ
リ
ア
に
分
か

れ
、川
の
両
岸
は
歩
道
橋
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。

特
徴
的
な
の
は
、
多
目
的
芝
生
広
場
の
芝
生
が
広
が
る

先
に
伸
び
や
か
な
流
線
型
の
円
盤
の
よ
う
な
屋
根
が
あ
る
こ

と
。ふ
わ
ふ
わ
ド
ー
ム
や
大
型
複
合
遊
具
に
井
戸
水
を
利
用

し
た
水
遊
び
の
出
来
る
ス
ポ
ッ
ト
も
あ
っ
て
幼
い
子
か
ら
楽

し
め
そ
う
で
す
。

で
も
、
何
と
言
っ
て
も
、
大
人
が
ほ
っ
と
出
来
そ
う
な
公

園
で
す
。
日
が
沈
み
か
け
る
頃
、
流
線
型
の
屋
根
の
先
の
電

球
に
灯
り
が
燈
っ
て
幻
想
的
で
す
。

さ
て
、
公
園
近
く
の
散
歩
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

寒
風
の
中
、ふ
ん
ど
し
姿
の
男
衆
が
颯
爽
と
今
ノ
浦
川

へ
と
向
か
う
。
何
が
起
こ
る
の
か
そ
の
後
を
追
う
。
男
衆

は
小
舟
に
乗
っ
て
今
ノ
浦
川
に
漕
ぎ
出
し
て
用
意
し
て
き

た
米
を
川
の
水
で
研
ぎ
は
じ
め
た
。

磐
田
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財「
八
王
子
神
社
米
と

ぎ
ま
つ
り
」だ
。
磐
田
市
下し

も

太ふ
と

で
は
疫
病
除
や
災
難
除
を

祈
願
し
て
毎
年
一
月
の
第
二
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
。
近
在

の
人
々
は「
は
ち
お
っ
つ
ぁ
ま
」と
呼
び「
お
笹
を
借
り
る
」

と
い
っ
て
神
社
境
内
に
生
え
て
い
る
笹
を
い
た
だ
い
て
帰

り
家
の
軒
下
に
吊
し
て
疫
病
除
や
災
難
除
を
願
う
。コ
ロ

ナ
禍
で
こ
こ
数
年
神
事
は
行
わ
れ
て
い
る
が
米
と
ぎ
は
中

止
と
な
っ
て
い
る
。

オ
イ
カ
ワ

河
川
の
妖
怪

千せ
ん

手じ
ゅ

の
前ま
え

素
敵
な
公
園

　
　
　
見
～
つ
け
た

は
ち
お
っ
つ
ぁ
ま

伊
奈
忠
次
は
、一
五
五
〇
年
に
三
河
の

国
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
徳
川
家
康
に
仕

え
、
豊
臣
秀
吉
か
ら
家
康
が
関
東
へ
の
国

替
え
を
命
じ
ら
れ
る
と
、江
戸
を
拠
点
と

す
る
こ
と
を
進
言
し
ま
し
た
。

忠
次
は
家
康
が
抱
え
た
代
官
の
中
で

四
本
の
指
に
入
る
大
代
官
で
代だ

い

官か
ん

頭
が
し
ら

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
代
官
頭
と
し
て
検け
ん

地ち

（
土
地
の
広
さ
や
米
の
取
れ
高
を
調
べ

る
）、灌か

ん

漑が
い（
水
路
を
作
っ
て
田
畑
に
必
要

な
水
を
引
き
、
土
地
を
う
る
お
す
）、
治

水
、新
田
開
発
に
手
腕
を
発
揮
し
、徳
川

家
の
財
政
の
安
定
と
関
東
支
配
の
整
備

に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
ま
し
た
。

太
田
川
が
現
在
の
姿
に
な
っ
た
の
は
、
洪
水
な
ど

に
よ
る
自
然
な
変
化
だ
け
で
は
な
く
、江
戸
時
代
に

行
わ
れ
た
伊
奈
忠
次
の
大
工
事
に
始
ま
り
、人
間
に

よ
る
様
々
な
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
結
果
で
し
た
。伊

奈
忠
次
が
手
腕
を
活
か
し
て
実

施
し
た
治
水
事
業
は
、わ
ず
か
な
人
々

し
か
住
む
こ
と
が
で
き
ず
、た
だ
沼
地

が
広
が
っ
て
い
る
状
況
だ
っ
た
海
岸
平

野
を
蛇
行
し
て
流
れ
る
東
側
の
原
野

谷
川
と
、そ
の
西
側
を
流
れ
て
い
た
太

田
川
を
合
流
さ
せ
て
遠
州
灘
に
注
ぎ

こ
む
よ
う
川
筋
を
付
け
替
え
、
新
し
く

掘
っ
た
川
筋
の
土
砂
を
利
用
し
て
大

規
模
な
堤
防
を
築
い
た
中
に
村
を
造
る

（
輪わ

中じ
ゅ
う）と
い
う
壮
大
な
も
の
で
し
た
。

堤
防
の
所
々
に
は
排
水
を
行
い
、
外

か
ら
入
る
水
を
防
ぐ
水
門
が
造
ら
れ
、

こ
の
技
術
は
、
当
時
と
し
て
は
か
な

り
高
い
土
木
技
術
で
あ
っ
た
と
言
い
ま

す
。工
事
に
よ
り
平
野
で
溜た

ま
っ
て
い

た
悪あ

く

水す
い

は
海
に
流
れ
る
よ
う
に
な
り
、

付
近
に
は
村
が
で
き
て

農
作
物
が
育
つ
豊
か
な

土
地
と
な
り
ま
し
た
。

徳
川
家
康
と

　
　
　
　
伊い

な奈
忠た
だ
つ
ぐ次

ハ
ヤ
・
ハ
エ
・
ハ
イ
・
シ
ラ
ハ
エ
な
ど
数
多
く
の
地
方
名

を
持
つ
身
近
な
魚
で
太
田
川
水
系
に
も
多
く
生
息
し
て
い

ま
す
。釣
り
の
対
象
で
子
供
た
ち
の
入
門
魚
と
し
て
是
非
と

も
挑
戦
し
て
ほ
し
い
小
魚
で
、い
ろ
い
ろ
な
漁
法
が
あ
り
最

近
で
は
フ
ラ
イ
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
で
も
釣
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

甘
露
煮
や
唐
揚
げ
、て
ん
ぷ
ら
、
南
蛮
漬
け
な
ど
の
食
用

に
さ
れ
る
そ
う
で
す
が
、私
の
記
憶
で
は
、小
さ
い
こ
ろ
焼
い

て
食
べ
ま
し
た
が
、
鱗
と
骨
が

気
に
な
り
お
い
し
か
っ
た
と
い

う
思
い
出
は
…
な
い
で
す
ね
～

小
さ
な
支
流
に
も
い
る
の

で
、ぜ
ひ
探
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
他
の
魚
と
見
分
け
ら
れ
た

ら
、
あ
な
た
も
、
さ
か
な
ク
ン

に
近
づ
け
る
か
も
…
。

　

磐
田
市
西
部
地
区
に
、
傾け
い

城せ
い

塚づ
か

と
よ
ば
れ
る
古
い
墓
が
あ
り
ま

す
。そ
こ
に
は｢

千
手｣

と
い
う
女
性
が
ね
む
っ
て
い
ま
す
。千
手
は
、

平
安
時
代
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
静
岡
市
手て

越ご
し
の
長
者
夫
婦

が
、千
手
堂
村
に
あ
る
千
手
観
音
に
祈
願
し
て
授
か
っ
た
娘
で
す
。

美
し
く
聡
明
に
育
っ
た
千
手
は
、
源
氏
の
館
に
仕
え
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。源
頼
朝
が
12
人
の
美
女
を
揃
え
た
と
い
う
記
録
に
は
、「
ま
ず
一
番
に

は
手
越
の
長
者
が
娘『
千
手
の
前
』、二

番
に
は
遠
江
国 

、熊ゆ

野や

が
女
の
侍じ

従じ
ゅ
う、

三
番
に
は
…
」と
あ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

平
清
盛
の
五
男
、重し
げ

衡ひ
ら

が
源
氏

と
の
戦
い
に
敗
れ
、
囚
わ
れ
の
身

と
な
っ
た
時
、
千
手
は
頼
朝
の
命

に
よ
り
重
衡
の
お
世
話
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。重
衡
28
歳
、
千

手
20
歳
。互
い
に
心
ひ
か
れ
合
う
二
人
で
し
た
が
、
翌
年
、
重
衡

は
処
刑
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
の
後
、
千
手
は
出
家
し
、
尼
と

な
り
ま
し
た
。豊
田
地
区
池
田
の
熊
野
を
頼
っ
て
近
く
の
村
に

住
み
、平
家
の
人
々
を
供
養
し
て
い
ま
し
た
が
、そ
こ
で
没
し
埋

葬
さ
れ
、傾
城
塚
と
号
し
今
に
至
り
ま
す
。

　
す
ぐ
近
く
に
植
え
ら
れ
た
桜
が
と
て
も
き
れ
い
で
す
。ぜ
ひ
、

お
参
り
下
さ
い
。

▲袋井市郷土資料館にて。展示された多くの資料や館長のお話を通して、
　地域の歴史、太田川の歴史を深く知ることができました大石佳典

辻 克美

鈴木敦子

安間美恵子

▲ 今ノ浦川に向かう男衆

▲ 米とぎの様子

茨城県水戸市にある伊奈忠次銅像。
忠次はたくさんの功績を残したが、代
表的なものに治水がある。

伊奈忠次 銅像

▲ 傾城塚（けいせいづか）

山の力は
偉大だな

取材に行ってきました!

家康の時代に大規模な
工事がされたんだって！

郷土資料館には、写真やイラスト、細かく作られた

ジオラマがありました。

館長さんの身振り手振りを交えてのお話で、太田

川の歴史に対する熱い思いが伝わりました！

▲水門（ジオラマ）

▲展示の前で、熱心にお話をして
くださる館長の山本さん

▼昔の暮らしに思いを巡らせながら
　説明を聞く編集局員たち
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