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平
成
22
年
に
、「
い
わ
て
の
農
地
と
水
路
づ
く

り
の
物
語
」
と
題
し
て
、「
農
業
農
村
整
備
紙
芝

居（
※
１
）」を
、５
回
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
そ
の
続
報
と
し
て
、
紙
芝
居
の
舞
台

と
な
っ
た
農
地
や
農
業
用
施
設
の
現
在
を
紹
介
し

ま
す
。

　
岩
手
県
の
南
部
、
奥
州
市
に
広
が
る
胆
沢
扇
状

地
。
こ
の
ほ
ぼ
中
心
を
流
れ
る
「
寿じ

ゅ
あ
ん
ぜ
き

安
堰
」
は
、

胆
沢
川
か
ら
取
水
し
た
水
を
扇
状
地
内
に
導
水

し
、
川
よ
り
一
段
高
い
土
地
で
の
水
田
開
発
を
可

能
に
し
た
用
水
路
で
、
現
在
で
は
約
３
，０
０
０

ha
を
か
ん
が
い
す
る
大
用
水
路
網
と
な
っ
て
い
ま

す
。　

　

農
業
農
村

整
備
紙
芝
居

『
寿じ

ゅ

安あ
ん

さ
ん
』

は
、
今
か
ら
約

４
０
０
年
前
、

伊だ

て達
政ま

さ
む
ね宗

の
家

臣
で
あ
っ
た

「
後ご

と
う藤

寿じ
ゅ
あ
ん安

」

ら
が
幾
多
の
苦

難
を
乗
り
越
え

て
「
寿
安
堰
」

を
造
り
上
げ
た

お
話
で
す
。

　
福
原
（
今
の
水
沢
市
と
胆
沢
町
に
ま
た
が
る
地

域
）
の
領
主
で
キ
リ
シ
タ
ン
武
士
で
あ
っ
た
寿
安

は
、

1.7km
ほ
ど
の
新
た
な
水
路
の
開
削
工
事
を
行
い

ま
し
た
が
、
江
戸
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る

弾
圧
を
受
け
、
工
事
半
ば
で
追
放
さ
れ
ま
す
。
そ

の
後
、
寿
安
の
弟
子
と
し
て
働
き
、
寿
安
か
ら
農

業
土
木
技
術
を
学
ん
だ
千ち

だ

さ

ま

田
左
馬
、
遠え

ん
ど
う藤

大だ
い

学が
く

ら
が
、
寿
安
の
意
志
を
引
き
継
ぎ
、
難
工
事
を
完

成
さ
せ
ま
し
た
。

　
「
寿
安
堰
」
の
お
か
げ
で
、
水
が
無
い
荒
れ
地

が
豊
か
な
農
地
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
現
在

で
も
寿
安
ら
の
功
績
を
讃
え
る
た
め
毎
年
、
春
と

秋
に
感
謝
祭
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
胆
沢
平
野
で
は
「
寿

安
堰
」
の
よ
う
に
先
人

が
苦
労
し
て
造
っ
た
水

路
を
地
元
の
方
々
が
受

け
継
い
で
き
て
お
り
、

現
在
は
、
胆
沢
平
野
土

地
改
良
区
が
管
理
の
中

心
を
担
っ
て
い
ま
す
。

水
路
の
構
造
や
管
理
方

法
な
ど
は
、
時
代
と
と

も
に
変
わ
っ
て
き
ま
し

た
が
、
そ
の
役
割
は
、

農
業
用
の
用
排
水
路
と

し
て
だ
け
で
は
な
く
、
景
観
や
地
域
環
境
の
一
部

と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
維
持
管
理
に

当
た
っ
て
も
、
農
村
環
境
の
変
化
（
兼
業
化
、
混

住
化
な
ど
）
と
と
も
に
、
地
域
全
体
で
取
り
組
む

体
制
づ
く
り
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
胆
沢
平
野
土
地
改
良
区
で
は
、

一
般
住
民
も
対
象
に
し
た
活
動

（
水
路
清
掃
、
出
前
授
業
等
）
を

展
開
す
る
と
と
も
に
、
ア
ド
プ

ト
協
定
（
※
２
）
に
よ
る
地
域
全

体
で
の
維
持
管
理
を
進
め
、
先

人
達
が
残
し
た
地
域
の
大
切
な

財
産
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

紙
芝
居
の
舞
台
と
な
っ
た
農
地
・
農
業
用
施
設
の
今

■
県
南
広
域
振
興
局
農
政
部　
農
村
整
備
室
・
一
関
農
村
整
備
セ
ン
タ
ー

１ 

寿じ
ゅ
あ
ん
ぜ
き

安
堰
（
奥
州
市
）

※
１
「
農
業
農
村
整
備
紙
芝
居
」
と
は
、
郷
土
の
先

人
達
が
築
き
上
げ
て
き
た
農
地
や
農
業
用
水
の

開
発
の
歴
史
を
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に

伝
え
、
ふ
る
さ
と
へ
の
愛
着
心
や
施
設
へ
の
愛

護
心
を
持
っ
て
も
ら
お
う
と
、
県
農
林
水
産
部

で
平
成
12
年
か
ら
制
作
し
て
い
る
も
の
。

胆沢川

寿安堰胆沢扇状地
（奥州市）

※２「アドプト協定」とは、
　水路等の公共施設を「養子」

とみなして、住民等が里親
となり、養子となった施設
を保守管理していく制度。
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一
関
市
厳
美
町
本
寺
地
区
に
あ
る
「
骨
寺
村
荘

園
遺
跡
」
は
、
一
関
市
の
中
心
部
か
ら
西
方
約

20km

に
位
置
し
て
お
り
、名
勝
天
然
記
念
物
「
厳
美
渓
」

か
ら
国
定
公
園
「
栗
駒
山
」
に
至
る
道
中
に
あ
り

ま
す
。

　
本
寺
地
区
は
、
そ
の
昔
「
骨
寺
村
」
と
呼
ば
れ

る
中
尊
寺
の
荘
園
（
※
３
）
で
、
中
尊
寺
に
保
存

さ
れ
て
い
る
国
の
重
要
文
化
財
「
陸む

つ
の
く
に

奥
国
骨ほ

ね
で
ら寺

村む
ら

絵え

ず図
」
に
描
か
れ
た
地
形
や
景
観
を
現
在
も

実
感
で
き
る
と
て
も
珍
し
い
遺
跡
と
し
て
、
平
成

17
年
３
月
に
国
の
史
跡
指
定
を
受
け
、
平
成
18
年

７
月
に
は
「
一
関
本
寺
の
農
村
景
観
」
と
し
て

全
国
で
２
番
目
と
な
る
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定

さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
平
泉
の
文
化
遺
産
を
構
成
す
る
資
産
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
平
成
23
年
に
平
泉
が
世
界
遺
産
登

録
さ
れ
た
際
に
は
残
念
な
が
ら
構
成
資
産
か
ら
外

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
後
、
拡
張
に
よ
る
世
界

遺
産
登
録
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
農
業
農
村
整
備
紙

芝
居
『
骨
寺
村
の
歴

史
』
は
、
約
８
０
０

年
前
か
ら
現
在
に
至

る
ま
で
の
骨
寺
村
の

歴
史
を
振
り
返
る
お

話
で
す
。

　
骨
寺
村
は
、
藤ふ

じ

原わ
ら

清き
よ
ひ
ら衡

に
よ
っ
て
中
尊

寺
の
荘
園
と
し
て
認

め
ら
れ
、
村
民
は
平

和
な
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
ま
し
た
が
、
藤
原
氏
に

代
わ
っ
て
領
主
と
な
っ
た
葛
西
氏
は
、
骨
寺
村
を

自
分
の
領
地
の
よ
う
に
振
る
舞
い
ま
し
た
。

　
こ
の
中
尊
寺
と
葛
西
氏
に
よ
る
領

地
争
い
を
解
決
す
る
た
め
、
中
尊
寺

に
よ
っ
て
「
陸
奥
国
骨
寺
村
絵
図
」

が
描
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
寺
地
区
は
、
大
規
模
な
開
発
整

備
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
絵
図

に
描
か
れ
た
「
曲
が
り
く
ね
っ
た
畦

畔
や
水
路
、
小
区
画
水
田
」
と
い
っ

た
中
世
荘
園
の
面
影
や
里
山
の
様
子

を
、
現
在
も
現
地
で
確
認
す
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。

　

本
寺
地
区
の
景
観
は
、
水
田
農
業

の
営
み
が
続
く
こ
と
に
よ
っ
て
守
ら

れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

２ 

骨ほ
ね
で
ら
む
ら

寺
村
荘し

ょ
う
え
ん園

遺い
せ
き跡

（
一
関
市
）

骨寺村荘園遺跡
（一関市本寺地区）

※３　荘園とは
　奈良時代から室町時代

まで、全国に散在分布
した貴族・寺社などの
私的所有地のこと。

県
で
は
、
曲
が
り

く
ね
っ
た
畦
畔
に

沿
っ
た
農
道
整
備

や
、
景
観
を
損

ね
な
い
程
度
の
畦

畔
撤
去
に
よ
る
水

田
区
画
の
拡
大
な

ど
、
景
観
に
配
慮

し
つ
つ
、
農
作
業

効
率
の
向
上
と
の

両
立
を
目
指
し
た

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
地
域
で
は
、
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
た

区
域
の
住
民
全
戸
が
参
加
す
る
「
本
寺
地
区
地

域
づ
く
り
推
進
協
議
会
」
を
組
織
し
、
景
観
保

全
活
動
や
農
作
業
体
験
イ
ベ
ン
ト
、
遺
跡
め
ぐ
り

な
ど
の
地
域
づ
く
り
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
田
植
え
や
稲
刈
り
時
期
に
は
、
体
験
交

流
会
が
開
催
さ
れ
、
県
内
外
の
骨
寺
村
荘

園
オ
ー
ナ
ー
（
本
寺
地
区
の
景
観
保
全
と

営
農
を
支
援
す
る
方
々
を
募
集
）
や
地
元

児
童
、
地
域
住
民
等
多
く
の
方
々
が
参
加

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
骨
寺
村
荘
園
遺
跡
は
、

地
域
の
み
な
さ
ん
と
、
そ
れ
を
支
え
る
多

く
の
方
の
力
に
よ
っ
て
、
稲
作
農
業
が
維

持
さ
れ
、
中
世
か
ら
続
く
荘
園
景
観
を
未

来
に
継
承
し
続
け
て
い
ま
す
。
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