
伝学 【
名
水
紹
介
】

安
曇
野
の
宝　

め
ぐ
る
水

清
冽
な
湧
水
と
も
う
一
つ
の
名
水

「
用
水
」を
守
り
、
次
代
へ
と
伝
え
る

　

豊
科
郷
土
博
物
館
館
長
の
百
瀬
新
治

さ
ん
は
、
か
つ
て
は
名
水
の
地
と
は
ほ

ど
遠
く
、
乏
し
い
水
に
苦
労
し
続
け
た

安
曇
野
の
人
々
の
暮
ら
し
や
、
現
在
の

名
水
と
美
し
い
田
園
風
景
と
が
成
り
立

つ
ま
で
の
人
々
の
努
力
と
知
恵
な
ど
を

紹
介
し
ま
し
た
。
同
館
で
は
、
現
在
、

安
曇
野
の
水
を
め
ぐ
る
歴
史
や
文
化
な

ど
を
常
設
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

百
瀬
さ
ん
は
、
安
曇
野
の
名
水
の
特

徴
と
し
て
「『
安
曇
野
わ
さ
び
田
湧
水

群
』
を
代
表
と
す
る
北
ア
ル
プ
ス
か
ら

の
清
冽
な
湧
水
だ
け
で
な
く
、
水
田
を

潤
す
『
用
水
の
水
・
田
の
水
』
も
名
水

で
あ
る
」
と
説
明
し
ま
す
。

　

最
近
の
発
掘
調
査
結
果
か
ら
、
今
か

ら
千
年
以
上
前
の
古
代
平
安
時
代
ま
で

は
、
扇
状
地
で
あ
る
安
曇
野
は
、
沢
水

や
湧
水
を
利
用
で
き
る
条
件
の
良
い
場

所
以
外
に
農
地
や
集
落
は
少
な
い
場
所

で
し
た
。
中
世
以
降
も
安
曇
野
の
西
側

半
分
は
畑
作
地
帯
で
あ
り
、
平
地
で
も

林
が
残
る
と
い
う
水
が
乏
し
い
状
態
が

明
治
時
代
以
降
も
続
い
た
そ
う
で
す
。

　

そ
う
し
た
安
曇
野
の
水
環
境
を
変
え

た
の
が
、
生
活
用
水
や
田
の
水
を
川
か

ら
導
く
『
用
水
堰
』
で
あ
り
、
鎌
倉
時

代
か
ら
現
代
ま
で
長
い
時
間
を
か
け
、

地
域
の
人
々
が
力
を
合
わ
せ
た
「
汗
と

知
恵
の
結
晶
」
と
し
て
拾
ヶ
堰
を
始
め

と
し
た
数
々
の
堰
が
造
ら
れ
ま
し
た
。

完
成
し
た
堰
と
堰
は
相
互
に
連
結
し
、

上
の
田
で
使
わ
れ
た
温
か
い
水
が
次
の

田
に
活
用
さ
れ
る
「
血
管
」
の
よ
う
な

循
環
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
り
、
現
在

の
安
曇
野
の
穀
倉
地
帯
を
支
え
て
い
る

と
説
明
し
ま
し
た
。

　

百
瀬
さ
ん
は
、
北
ア
ル
プ
ス
な
ど
を

恵
み
と
す
る
水
は
「
用
水
に
形
を
変
え

た
『
名
水
』
と
し
て
、
今
日
も
安
曇
野

の
田
に
満
々
と
湛
え
ら
れ
て
い
る
」
と

話
し
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
の
い
く
つ
か
の
小
学
校
で

は
、
堰
を
通
し
て
安
曇
野
の
自
然
や
歴

【
事
例
発
表
】

安
曇
野
の
水
環
境
を
学
ぶ

き
れ
い
な
安
曇
野
の

　

水
を
守
る
た
め
に
は

　

豊
科
北
中
学
校
科
学
部（
部
員
18
人
）

で
は
、
市
内
５
カ
所
で
行
っ
た
湧
水
や

堰
な
ど
の
水
質
調
査
の
結
果
を
発
表
し

ま
し
た
。

　

同
部
は
、
毎
年
、
千
曲
川
河
川
事
務

所
の
協
力
の
も
と
、
水
生
生
物
調
査
を

し
て
い
る
ほ
か
、
テ
ー
マ
を
決
め
、
各

種
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
年
は
旧

豊
科
町
で
平
成
７
年
に
名
水
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
行
わ
れ
た
際
、
豊
科
北
と
豊
科

南
の
両
中
学
校
が
合
同
で
行
っ
た
水
質

調
査
か
ら
、
調
査
地
点
に
き
れ
い
な
川

と
汚
れ
た
河
川
に
住
む
生
物
が
両
方
生

息
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
、「
安
曇
野

の
河
川
は
き
れ
い
な
の
か
？
」
と
い
う

疑
問
を
持
ち
調
査
し
ま
し
た
。

　

調
査
は
、
伏
流
水
を
く
み
上
げ
て
い

る
「
ビ
レ
ッ
ジ
安
曇
野
」、
安
曇
野
を

代
表
す
る
河
川
「
犀
川
」
と
「
烏
川
」、

安
曇
野
の
農
業
を
支
え
る
堰
の
う
ち

「
矢
原
堰
」
と
「
拾
ヶ
堰
」
計
５
カ
所

が
き
れ
い
か
ど
う
か
調
べ
ま
し
た
。

　

水
中
の
有
機
物
量
や
酸
素
量
、
窒
素

化
合
物
の
量
な
ど
を
調
査
し
た
結
果
か

ら
、
数
値
的
な
汚
れ
は
見
ら
れ
た
も
の

の
市
内
の
河
川
や
湧
き
水
は
、
全
国
的

に
見
て
も
と
て
も
き
れ
い
な
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
一
方
で
堰
は
、

集
落
な
ど
人
の
生
活
環
境
に
近
い
場
所

を
流
れ
る
た
め
、
生
活
排
水
の
流
入
な

ど
に
よ
り
、
河
川
よ
り
も
汚
染
傾
向
に

あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

　

科
学
部
の
皆
さ
ん
は
、
課
題
と
し
て

生
活
排
水
を
減
ら
す
こ
と
、
堰
に
有
機

物
を
分
解
す
る
生
物
を
増
や
す
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
話
し
合
い
ま
し
た
。

対
策
と
し
て
「
浄
化
槽
を
使
い
堰
に
流

入
す
る
生
活
排
水
を
浄
化
す
る
こ
と
」、

「
堰
の
底
に
石
を
敷
き
生
物
の
住
み
や

す
い
環
境
を
作
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ

る
と
提
案
し
ま
す
。

　

最
後
に
部
長
の
細
萱
柊し
ゅ
う
た太

く
ん
（
３

年
）
は
「
安
曇
野
の
河
川
は
と
て
も
き

れ
い
な
水
だ
と
分
か
っ
た
の
で
住
ん
で

い
る
自
分
た
ち
も
誇
ら
し
い
」
と
話
し

ま
す
。
そ
し
て
「
地
元
の
誇
れ
る
安
曇

野
の
水
が
い
つ
ま
で
も
き
れ
い
な
状
態

で
い
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
取
り

組
み
を
全
国
や
世
界
に
も
広
げ
て
い
き

た
い
」
と
会
場
に
呼
び
掛
け
ま
し
た
。

　

市
制
施
行
10
周
年
、
名
水
百
選

制
定
30
周
年
の
節
目
に
、
全
国
水

環
境
保
全
市
町
村
連
絡
協
議
会
と

の
共
同
開
催
に
よ
る
「
名
水
サ

ミ
ッ
ト
ｉ
ｎ
安
曇
野
」を
開
催
し
、

多
く
の
皆
さ
ま
に
水
の
大
切
さ
や

尊
さ
を
再
認
識
し
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
安
曇
野
の
豊
か
な
自
然

と
美
し
い
景
観
、
昭
和
の
名
水
百

選
に
選
ば
れ
た
「
安
曇
野
わ
さ
び

田
湧
水
群
」
を
全
国
に
発
信
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
参
加
い
た

だ
い
た
皆
さ
ま
、
開
催
に
協
力
い

た
だ
い
た
多
く
の
皆
さ
ま
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
10
月
に
は
市
制
施
行
10

周
年
を
記
念
し
、
市
民
の
皆
さ
ま

と
と
も
に
、
さ
ら
な
る
市
の
発
展

と
一
体
感
を
醸
成
す
る
た
め
、
４

日
に
は
穂
高
会
館
で
記
念
式
典

を
、
10
日
に
は
市
役
所
周
辺
で
市

民
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す
。
多
く

の
市
民
の
皆
さ
ま
の
来
場
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

　

市
制
施
行
10
周
年
を
礎
に
、
今

後
も
豊
富
な
地
下
水
な
ど
の
地
域

資
源
を
生
か
し
た
活
力
あ
る
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

市
長　

宮
澤
宗
弘

史
を
学
び
、
自
分
た
ち
で
堰
を
守
り
継

ぐ
活
動
事
例
も
紹
介
さ
れ
、「
こ
う
し
た

子
ど
も
た
ち
の
姿
が
安
曇
野
の
生
命
線

と
な
る
堰
を
名
水
と
し
て
末
永
く
存
続

さ
せ
る
『
安
曇
野
の
宝
』
に
な
る
」
と

話
し
、
水
の
保
全
と
共
に
堰
の
大
切
さ

を
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
伝
え

て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
話
し
ま
し
た
。

　豊科北中学校科学部の皆さん

　水質調査の様子 　拾ヶ堰

　発表の様子

塗り部分が耕作地、実線部分が自然河川または主な堰・用水。堰・用水の開削により耕作地
が拡大したことが分かります。

耕作地の変化の様子

現代 平安時代前期（約 1,150 年前）

豊科郷土博物館
館長　百瀬新治さん
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