
　

旧
加
東
郡
域
は
︑鴨
川
ダ
ム
用

水
が
普
及
す
る
ま
で
は
︑雨
量
の

少
な
さ
や
︑丘
陵
台
地
の
多
さ
か

ら
︑農
民
の
生
命
線
と
も
い
え
る

農
業
用
水
が
不
足
し
が
ち
で

あ
っ
た
︒こ
の
よ
う
な
状
況
は
︑

文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

だ
け
で
な
く
︑人
々
に
血
の
滲
む

よ
う
な
努
力
を
強
い
た
︒

水
が
与
え
た
文
化
へ
の
影
響

　

農
業
用
水
の
不
足
に
よ
る

人
々
の
渇
望
は
︑旱
魃
時
に
最
後

の
望
み
を
託
し
て
奉
納
さ
れ
た

と
い
う
雨
乞
い
踊
り﹁
百
石
踊
﹂

や
︑東
条
川
の
川
底
の
岩
を
祀
っ

た
と
い
う
吉
井
住
吉
神
社
の﹁
竜

神
岩
﹂な
ど
の
信
仰
を
産
み
出
し

た
︒特
に
秋
津
百
石
踊
り
に
関
し

て
は
︑１
か
月
程
度
も
炎
天
が
続

き
︑降
水
量
が
極
め
て
少
な
か
っ

た
嘉
永
６︵
１
８
５
３
︶年
に
奉

納
し
た
と
こ
ろ
︑大
雨
や
夕
立
が

続
く
よ
う
に
な
り
︑稲
田
が
甦
っ

た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
︒

　
水
を
得
る
た
め
に
︒

　
　
　
　
　
　

溜
池
ラ
ッ
シ
ュ

　

東
条
地
域
で
は
︑﹁
母
な
る
川
﹂

と
評
さ
れ
る
東
条
川
の
河
川
水

で
灌
漑
で
き
る
範
囲
は
︑軸
は
狭

く
︑灌
漑
用
水
の
ほ
と
ん
ど
は
︑

溜
池
に
頼
っ
て
い
た
︒そ
の
た

め
︑旧
加
東
郡
域
で
は
︑古
来
頻

繁
に
︑溜
池
や
隧
道︵
ト
ン
ネ
ル

状
の
水
路
︶が
造
ら
れ
た
ほ
か
︑

既
存
の
溜
池
の
嵩
上
げ
な
ど
が

行
わ
れ
て
い
た
︒特
に
︑黒
石
村

で
は
︑寛
永
５︵
１
６
２
８
︶年
か

ら
慶
安
元︵
１
６
４
８
︶年
ま
で

の
⓴
年
間
に
⓱
か
所
の
溜
池
が

新
設
さ
れ
た
と
い
う
︒

　

溜
池
の
新
造
は
︑灌
漑
に
お
い

て
︑有
効
な
方
法
の
１
つ
で
あ

り
︑例
え
ば
︑現
在
の
松
沢
地
区

内
に
あ
っ
た
安
政
池
は
︑現
在
で

は
大
規
模
な
ア
ー
ス
ダ
ム︵※

︶

と
な
っ
て
い
る
が
︑そ
の
名
称
か

ら
想
像
で
き
る
よ
う
に
︑元
は
安

政
時
代
に
築
造
さ
れ
た
溜
池
で

あ
る
︒

　

古
く
か
ら
農
業
用
水
の
不
足

に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
松
沢
村
で

は
︑大
規
模
な
溜
池
を
築
造
し
よ

う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
が
︑踏

み
切
れ
な
か
っ
た
︒し
か
し
︑嘉

永
５︵
１
８
５
２
︶年
ご
ろ
に
︑稀

代
の
旱
魃
が
発
生
︒川
︑井
戸
︑田

な
ど
︑あ
ら
ゆ
る
場
所
の
水
が
干

上
が
り
︑こ
れ
以
上
の
猶
予
は
で

き
な
い
と
判
断
し
た
松
沢
村
は
︑

溜
池
の
築
造
に
取
り
掛
か
っ
た
︒

　

築
造
工
事
は
︑安
政
３︵
１
８

５
６
︶年
に
着
工
︑２
年
後
の
安

政
５︵
１
８
５
８
︶年
に
竣
工
︒溜

池
は
︑竣
工
し
た
元
号
を
と
り
︑

安
政
池
と
な
っ
た
︒以
後
︑他
村

で
旱
魃
が
起
こ
っ
た
年
で
も
︑受

益
地
で
あ
る
松
沢
村
は
豊
作
で

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

用
水
政
策
の
産
声

　　

明
治
維
新
後
も
農
業
用
水
が

不
足
し
て
い
る
状
況
は
変
わ
ら

ず
︑農
業
用
水
は
︑慢
性
的
に
不

足
し
て
い
た
︒分
散
的
な
開
発
は

行
わ
れ
て
い
た
が
︑根
本
的
な
解

決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒し
か

し
︑明
治
⓰︵
１
８
３
３
︶年
︑大

正
⓭︵
１
９
２
４
︶年
の
大
旱
魃

が
人
々
の
意
識
を
大
き
く
変
え
︑

用
水
政
策
の
本
格
化
の
契
機
と

な
っ
た
︒

　

大
正
末
期
︒旧
市
場
村︵
現
小

野
市
市
場
町
︶村
長
の
近
藤
準
吉

氏
が
播
州
清
水
寺
を
参
詣
し
た

途
上
︑上
東
条
村︵※

︶黒
谷
字
土

井
の
標
高
�
ⅿ
の
山
間
で
遠
慮

が
ち
に
流
れ
る
小
さ
な
鴨
川
︑そ

し
て
四
方
を
山
で
囲
わ
れ
た
典

型
的
な
盆
地
︑そ
こ
に
あ
る
一
筋

の
割
れ
目
に
着
目
︒そ
の
割
れ
目

を
塞
ぐ
だ
け
で
池
に
な
る
と
考

え
た
近
藤
氏
は
︑﹁
天
恵
の
地
形
︑

土
井
は
池
に
な
る
﹂と
発
言
し

た
︒そ
し
て
︑東
条
川
上
流
の
大

川
瀬
に
大
貯
水
池
を
︑鴨
川
の
土

井
に
補
助
ダ
ム
を
そ
れ
ぞ
れ
設

け
︑そ
れ
ら
を
導
水
路
で
結
び
︑

広
範
囲
に
わ
た
る
灌
漑・開
発
を

推
進
す
る﹁
東
播
地
方
資
源
開
発

事
業
計
画
﹂が
練
ら
れ
て
い
く
︒

先
駆
け﹁
昭
和
池
﹂

　

一
方
︑旧
加
東
郡
北
部
の
農
業

用
水
を
確
保
す
る
た
め
︑前
述
の

計
画
の
先
駆
け
と
し
て
︑昭
和
３

︵
１
９
２
８
︶年
に
︑農
林
大
臣
か

ら
国
庫
補
助
の
決
定
を
受
け
た

昭
和
池
の
築
造
工
事
が
上
福
田

村
山
口
で
先
行
着
工
し
た
︒工
事

は
︑施
工
業
者
と
の
工
事
解
約

や
︑溜
池
新
造
に
対
す
る
各
地
の

思
い
の
相
違
︑日
本
人
・
韓
国
人

労
働
者
の
多
く
の
犠
牲
な
ど
︑

様
々
な
困
難
・
苦
難
を
乗
り
越
え

な
が
ら
も
︑昭
和
８︵
１
９
３
３
︶

年
に
竣
工
︒以
後
︑昭
和
池
は
︑旱

魃
時
の
農
民
の
強
い
味
方
と

な
っ
た
ほ
か
︑米
の
増
収
に
も
繋

が
り
︑大
地
だ
け
で
な
く
︑地
域

の
経
済
も
潤
し
た
と
い
う
︒

　

そ
の
後
︑昭
和
⓭︵
１
９
３
８
︶

年
に
︑加
東
・
加
西
・
加
古
︑美
嚢

の
４
郡
㉗
町
村
で
構
成
さ
れ
る

﹁
東
播
地
方
資
源
開
発
期
成
同
盟

会
﹂を
結
成
︒政
府
へ
の
大
規
模

な
陳
情
を
行
い
︑昭
和
⓮︵
１
９

３
９
︶年
の
第
�
回
帝
国
議
会
に

お
い
て
︑﹁
東
播
地
方
開
発
事
業

計
画
建
議
案︵
小
林
絹
治
氏︵※

︶

提
出
︶﹂が
採
択
さ
れ
る
に
至
っ

た
︒そ
の
後
︑現
地
調
査
が
行
わ

れ
る
な
ど
︑ダ
ム
建
設
へ
の
足
並

み
は
順
調
で
あ
っ
た
が
︑戦
乱
の

あ
お
り
を
受
け
︑立
ち
消
え
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

戦
後
の
食
料
政
策
と
鴨
川
ダ
ム

　

戦
後
︑天
皇
陛
下
か
ら
︑食
料

1.在りし日の土井集落　2.兵庫県軍政部司令官と農林省職員　3.近藤
準吉氏が目をつけた一筋の割れ目　4.いすゞ型のダンプトラック　
5.人力での基礎岩盤処理と清掃作業　6.ブロックコンクリート打設
の様子　7.昭和25年11月30日の鴨川ダム工事の様子

不
足
に
つ
い
て
︑国
民
同
士
の
協

力
を
呼
び
か
け
る﹁
食
料
問
題
に

関
す
る
お
言
葉
﹂︵
昭
和
㉑︵
１
９

４
６
︶年
︶を
拝
す
る
ほ
ど
の
食

料
危
機
が
国
内
を
席
巻
し
︑鴨
川

ダ
ム
の
建
設
運
動
が
再
燃
︒戦
前

に
結
成
さ
れ
た
東
播
地
方
資
源

開
発
期
成
同
盟
会
が
日
本
国
政

府
︑軍
政
部
︑県
農
政
部
に
陳
情

を
繰
り
返
し
た
︒こ
の
陳
情
が
実

り
︑軍
政
部
資
源
課
の
ベ
ニ
ー
中

尉
が
現
地
視
察
を
す
る
に
至
っ

た
︒こ
の
背
景
に
は
︑戦
後
の
食

料
増
産
を
国
家
再
建
の
最
優
先

課
題
と
し
て
い
た
政
府
︑軍
政
部

の
思
惑
が
あ
っ
た
︒昭
和
㉑
年

︵
１
９
４
６
年
︶に
農
林
省︵
現
農

林
水
産
省
︶が﹁
東
条
川
農
業
水

利
事
業
﹂を
国
営
事
業
と
し
て
採

択
︒昭
和
㉒︵
１
９
４
７
︶年
に

は
︑上
東
条
村
役
場
に
国
営
東
条

川
農
業
水
利
事
業
所
が
設
置
さ

れ
︑近
藤
氏
の
言
葉
が
︑つ
い
に

現
実
の
も
の
と
な
る
日
が
近
づ

い
た
︒

　

し
か
し
︑ダ
ム
建
設
に
際
し
て

は
︑土
井
集
落
住
民
の
立
退
き
が

必
要
と
な
っ
て
く
る
︒当
然
︑住

民
は
︑住
み
な
れ
た
故
郷
が
永
久

に
湖
底
に
沈
む
こ
と
へ
の
抵
抗

感
や
悲
し
み
︑移
転
後
の
生
活
に

対
す
る
不
安
な
ど
か
ら
︑交
渉
は

難
航
︒特
に
︑後
者
に
関
し
て
は
︑

農
地
や
建
造
物
の
評
価
移
転
額

な
ど
の
基
準
が
︑当
時
は
法
律
で

明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
︑例
外
は

許
さ
れ
な
か
っ
た
︒農
林
省
の
提

示
額
と
︑集
落
内
で
の
幾
度
の
協

議
や
︑類
似
地
域
に
お
け
る
補
償

の
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
土

井
集
落
住
民
の
要
求
額
の
間
に

は
︑大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
︒し

か
し
︑集
落
住
民
と
農
林
省
の
間

に
立
ち
移
転
交
渉
に
携
わ
っ
た

農
地
委
員
会
が
︑評
価
額
を
農
林

省
に
答
弁
で
き
る
最
大
額
ま
で

引
き
上
げ
る
な
ど
の
誠
意
を
見

せ
た
こ
と
や
︑土
井
集
落
住
民
の

苦
渋
の
決
断
と
理
解
に
よ
り
︑よ

う
や
く
合
意
に
こ
ぎ
つ
け
た
︒

　

こ
う
し
て
︑土
井
集
落
の
移
転

も
完
了
︒ダ
ム
建
設
が
昭
和
㉔
年

に
起
工
︒築
造
に
必
要
な
骨
材

は
︑加
古
川
の
川
原
か
ら
採
取
し

た
ほ
か
︑Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
斡
旋
に
よ

り
︑当
時
の
金
額
で
１
億
円
相
当

の
セ
メ
ン
ト
が
現
物
支
給
さ
れ

た
︒工
事
は
︑ク
レ
ー
ン
に
よ
る

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設
な
ど
︑最
新

の
土
木
技
術
の
粋
を
極
め
た
工

事
風
景
や
︑５
ト
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル

ダ
ン
プ
カ
ー
な
ど
の
巨
大
な
機

械
は
︑地
域
の
住
民
を
大
き
く
驚

か
し
た
と
い
う
︒

　

そ
し
て
︑昭
和
㉖︵
１
９
５
１
︶

年
︑鴨
川
ダ
ム
が
竣
工
︒貯
水
量

約
８
４
０
万
ト
ン
を
誇
る
湖
が

姿
を
現
し
た
︒湖
は
そ
の
形
か

ら
︑名
称
を﹁
雲
龍
湖
﹂と
し
て

は
︑と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
が
︑

土
地
の
名
前
を
つ
け
よ
う
と
︑東

条
湖
と
な
っ
た
︒そ
し
て
︑湖
上

に
現
れ
た
も
っ
と
も
美
し
い
場

所
に﹁
水
天
宮
﹂が
設
け
ら
れ
︑土

井
集
落
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
︑湖

底
に
沈
ん
だ
神
仏
へ
の
偲
︑湖
が

い
つ
も
豊
か
な
水
を
も
た
ら
し

て
欲
し
い
と
い
う
願
い
︑観
光
地

と
し
て
の
発
展
を
記
念
し
て
守

護
神
が
祀
ら
れ
た
︒

　
補
助
ダ
ム
と
国
営
幹
線
水
路

　

し
か
し
︑鴨
川
ダ
ム
の
約
８
４

０
万
ト
ン
で
は
︑大
地
を
潤
す
に

は
︑充
分
で
は
な
か
っ
た
︒そ
こ

で
︑船
木
池︵
小
野
市
万
勝
寺
町
・

昭
和
㉞︵
１
９
５
９
︶年
完
成
・

ア
ー
ス
ダ
ム
︶と
︑安
政
池︵
加
東

市
松
沢
・
昭
和
㊳︵
１
９
６
３
︶年

完
成
・
ア
ー
ス
ダ
ム
︶を
調
整
池

と
し
︑こ
の
２
つ
の
調
整
池
を
加

え
て
︑約
１
０
０
０
万
ト
ン
の
貯

水
量
を
目
指
し
た
︒そ
し
て
︑３

つ
の
ダ
ム
の
貯
水
を
受
益
地
末

端
に
送
る
た
め﹁
幹
線
水
路
﹂が

設
置
さ
れ
た
︒

　

幹
線
水
路
は
︑全
長
約
⓱
キ
ロ

に
わ
た
っ
て
張
り
巡
ら
さ
れ
︑そ

の
水
路
工
事
は
︑台
地
が
多
い
こ

と
や
︑や
わ
ら
か
い
地
質
に
対
応

で
き
る
特
殊
工
法
に
よ
る
施
工

が
必
要
で
あ
る
な
ど
︑様
々
な
困

難
が
つ
き
ま
と
っ
た
が
︑昭
和
㊴

︵
１
９
６
４
︶年
に
全
路
線
が
開

通
︒仕
上
げ
の
工
事
も
終
わ
り
︑

社
中
学
校
体
育
館
で
︑約
５
０
０

人
が
参
列
し
た
事
業
竣
工
式
を

開
催
︒昭
和
㉒︵
１
９
４
７
︶年
に

国
営
東
条
川
農
業
水
利
事
業
所

が
開
設
さ
れ
て
以
来
︑当
時
の
金

額
で
約
⓴
億
６
５
４
８
万
円
を

費
や
し
た
一
大
事
業
は
︑こ
こ
で

ひ
と
段
落
し
た
︒幹
線
水
路
は
︑

国
が
設
置
し
た
も
の
の
ほ
か
︑県

が
設
置
し
た
県
営
支
線
水
路
︑団

体
営
派
線
水
路
な
ど
が
あ
る
︒

　

同
年
︑鴨
川
ダ
ム
な
ど
の
土
地

改
良
施
設
の
管
理
は
︑兵
庫
県
東

播
土
地
改
良
区
が
受
諾
︒さ
ら

に
︑後
年
︑県
が
工
事
を
進
め
て

い
た
県
営
支
線
水
路
の
管
理
も

受
諾
︒こ
の
水
路
は
︑複
雑
な
地

形
を
走
る
関
係
で
︑多
彩
な
工
法

で
築
造
さ
れ
て
お
り
︑そ
れ
だ
け

に
維
持
管
理
に
も
︑多
彩
な
技
術

が
必
要
と
な
っ
て
く
る
︒

　

昭
和
㊵
年
代
に
入
る
と
︑農
業

の
生
産
性
の
向
上
な
ど
の
社
会

情
勢
の
変
化
に
よ
り
︑農
業
用
水

の
需
要
に
も
変
化
が
生
じ
︑鴨
川

ダ
ム
か
ら
供
給
さ
れ
る
水
を
上

水
道
の
水
源
と
し
て
も
利
用
し

た
い
と
い
う
要
望
が
起
こ
っ
た
︒

そ
の
た
め
︑２
か
年
の
調
査
で
︑

農
業
の
水
需
要
の
実
態
を
把
握

し
た
結
果
︑上
水
道
と
共
同
利
用

す
る
こ
と
に
よ
る
水
資
源
の
有

効
利
用
を
図
る
こ
と
が
決
定
し
︑

兵
庫
県
東
播
土
地
改
良
区
は
︑水

利
施
設
の
合
理
的
管
理
体
制
を

確
立
︒以
後
︑善
良
な
維
持
管
理
︑

用
水
管
理
に
万
全
を
期
し
た
組

織
体
制
の
も
と
管
理
運
営
し
た

兵
庫
県
東
播
土
地
改
良
区
は
︑昭

和
�︵
１
９
８
５
︶年
に
は
︑土
地

改
良
の
最
高
賞
で
あ
る﹁
優
良
土

地
改
良
区
農
林
水
産
大
臣
賞
﹂を

受
賞
し
た
︒

　

古
来
︑神
の
力
を
借
り
た
り
︑

多
数
の
溜
池
を
築
造
し
た
り
し

た
人
々
の﹁
水
へ
の
願
い
﹂は
︑技

術
の
発
展
︑時
局
の
流
れ
︑そ
し

て
強
い
思
い
や
土
井
集
落
の
住

民
の
苦
渋
の
決
断
に
よ
り
︑よ
う

や
く
達
成
さ
れ
た
︒歴
史
に
残
る

水
滴
を
追
え
ば
︑数
え
切
れ
な
い

﹁
ド
ラ
マ
﹂に
出
会
え
た
︒

□協力・資料提供　兵庫県東播土地改良区／近畿農政局　□参考文献　東条川工事誌（近畿農政局東条川農業水利事業所）／30周年記念誌（兵庫県東播土地改良区）／兵庫県東播土地改良区50年
史（兵庫県東播土地改良区）／地域の人・水・土に学び伝える（東条川疏水授業実践研究会）／東条町史（東条町史編纂委員会）／新修加東郡誌（加東郡誌編纂委員会）／東はりま路東条湖（東条湖観
光協会）／昭和史（半藤一利・平凡社）／加東のため池（加東市）　※発行時の名称
※記事の内容は、様々な文献に記載された内容を参考にしたもので、それぞれの著者において、同じ情報でも違った見解や解説を示したものもあります。可能な限り、中立な立場で編集しました
　が、読者のみなさんにおいて、見解の相違等がある場合があります。

上東条村…天神村、横谷村、永福村、掎鹿谷村、黒谷村、長貞村、小分谷村、秋津村、
　　　　　森村から構成されていた。
小林絹治…中選挙区制における兵庫3区（加東郡、小野市、三木市など、11市郡で
　　　　　構成）から、選出された衆議院議員。農林参与官などを務めた。
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