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五
、
天
竜
川
と
と
も
に
暮
ら
す
・
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・
・
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一
五

五
、
天
竜
川
と
と
も
に
暮
ら
す
・
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・
・
・
・
一
五

天
竜
川
物
語　

目
次

天
竜
川
物
語　

目
次

　

発
刊
に
あ
た
っ
て　

〜
天
竜
川
の
歴
史
か
ら
防
災
を
学
ぶ
〜　

発
刊
に
あ
た
っ
て　

〜
天
竜
川
の
歴
史
か
ら
防
災
を
学
ぶ
〜　

　

私
た
ち
の
暮
ら
す
ま
ち
の
中
を
滔
々
と
流
れ
る
天
竜
川
。

　

私
た
ち
の
暮
ら
す
ま
ち
の
中
を
滔
々
と
流
れ
る
天
竜
川
。
そ
の
か
つ
て
の
姿
は
、
ひ
と
た
び
大

そ
の
か
つ
て
の
姿
は
、
ひ
と
た
び
大

雨
が
降
れ
ば
遠
州

雨
が
降
れ
ば
遠
州
平
野
を
思
う
が
ま
ま
に
流
れ
を
変
え
て
猛
威
を
ふ
る
う
暴
れ
川
で
し
た
。

平
野
を
思
う
が
ま
ま
に
流
れ
を
変
え
て
猛
威
を
ふ
る
う
暴
れ
川
で
し
た
。

　

明
治
時
代
、
一
生
を
か
け
て
こ
の
暴
れ
天
竜
に
挑
ん
だ
郷
土
の
偉
人
「
金
原
明
善
」
の
治
水
・

明
治
時
代
、
一
生
を
か
け
て
こ
の
暴
れ
天
竜
に
挑
ん
だ
郷
土
の
偉
人
「
金
原
明
善
」
の
治
水
・

治
山
・
利
水
を
一
体
と
し
た
事
業
を
発
端
と
し
、
暴
れ
川
は
恵
み
の
川
と
な
り
、
遠
州
平
野
の

治
山
・
利
水
を
一
体
と
し
た
事
業
を
発
端
と
し
、
暴
れ
川
は
恵
み
の
川
と
な
り
、
遠
州
平
野
の

安
全
・
安
心
・
発
展
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

安
全
・
安
心
・
発
展
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
近
年
は
降
雨
の
局
地
化
・
集
中
化
・
激
甚
化
に
よ
り
、
全
国
各
地
で
洪
水
被
害
が

　

し
か
し
、
近
年
は
降
雨
の
局
地
化
・
集
中
化
・
激
甚
化
に
よ
り
、
全
国
各
地
で
洪
水
被
害
が

多
発
し
て
お
り
、
天
竜
川
も
再
び
暴
れ
川
と
化
す
日
が
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な

多
発
し
て
お
り
、
天
竜
川
も
再
び
暴
れ
川
と
化
す
日
が
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な

時
大
切
な
の
は
、
こ
こ
に
住
む
私
た
ち
一
人
一
人
が
自
分
の
命
を
守
る
行
動
を
と
る
こ
と
で
す
。

時
大
切
な
の
は
、
こ
こ
に
住
む
私
た
ち
一
人
一
人
が
自
分
の
命
を
守
る
行
動
を
と
る
こ
と
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
も
、ま
ず
は
天
竜
川
の
歴
史
を
知
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
歴
史
は
、

そ
の
た
め
に
も
、ま
ず
は
天
竜
川
の
歴
史
を
知
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
歴
史
は
、

私
た
ち
に
天
竜
川
の
お
も
し
ろ
さ
や
怖
さ
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

私
た
ち
に
天
竜
川
の
お
も
し
ろ
さ
や
怖
さ
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
こ
の
川
と

こ
の
川
と

ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
い
い
の
か
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
人
で
も
多
く

ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
い
い
の
か
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
人
で
も
多
く

の
方
に
天
竜
川
の
歴
史
を
ま
と
め
た
本
書
「
天
竜
川
物
語
」
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
、
ご
自
身

の
方
に
天
竜
川
の
歴
史
を
ま
と
め
た
本
書
「
天
竜
川
物
語
」
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
、
ご
自
身

と
天
竜
川
と
の
つ
な
が
り
を
見
つ
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

と
天
竜
川
と
の
つ
な
が
り
を
見
つ
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

平
成
三
十
年　

十
月

　

平
成
三
十
年　

十
月
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田
中　

里
佳

と
う
と
う

き
ん
ぱ
ら
め
い
ぜ
ん

げ
き
じ
ん
か

え
ん
し
ゅ
う
へ
い
や

も
う 

い



静岡県森町

1111 磐田市役所
浜松市役所 静岡県

袋井市

静岡県
掛川市

静岡県磐田市浜名湖

遠州灘

天
竜
川

天
竜
川

天
竜
川

天
竜
川

旅
め
ぐ
り
マ
ッ
プ

旅
め
ぐ
り
マ
ッ
プ

旅
め
ぐ
り
マ
ッ
プ

旅
め
ぐ
り
マ
ッ
プ

天
竜
川

天
竜
川

　

物
語

　

物
語

愛知県
東栄町

愛知県
豊根村

愛知県
設楽町

愛知県
新城市

静岡県
浜松市

佐久間ダム（P6）

天竜美林（P14）

金原明善翁顕彰碑（P13）

椎ヶ脇神社（P8）

旧浜名用水取入口（P5）
金原明善胸像（P11）

鹿島の花火（P4）

彦助堤（P9）

天宝堤（P9）

寺谷用水完成四百年碑（P5）
笠井聖観世音「福來寺」（P9）

有玉神社（P8）
俊光将軍社（P8） 平野重定夫妻の墓

紀功碑「大円寺」（P5）
金原明善生家（P12）

貴船神社
掛塚湊廻船之碑（P6）

竜洋海洋公園（P3）
掛塚灯台（P6）

中田島砂丘
浜松まつり 凧揚げ（P4）

1

2

3

6
4
5

7

8

1010
9

1111
1212

1313

1414

1515
1616

1717

ＪＲ
飯田
線

中部天竜駅

473473
天竜川 秋葉街道

473473

佐久間
ダム

152152

佐久間町佐久間

佐久間町大井

浜松市天竜区

佐久間町
戸口

佐久間町
半場

佐久間駅佐久間駅佐久間駅

1

N

浜松市浜北区

N 浜松市天竜区

磐田市

152152

天竜二俣駅二俣本町駅

天竜川天竜川

西鹿島駅

鹿島橋鹿島橋鹿島橋

二俣町
二俣

二俣町
鹿島

上島

於呂

鹿島の花火
椎ヶ脇神社

旧浜名用水取入口旧浜名用水取入口
金原明善胸像金原明善胸像
旧浜名用水取入口
金原明善胸像

天
竜
浜
名
湖
鉄
道

天
竜
浜
名
湖
鉄
道

天
竜
浜
名
湖
鉄
道

飛
龍
大
橋

飛
龍
大
橋

飛
龍
大
橋

4
65

銚子塚古墳

長者屋敷遺跡寺谷浄水場

磐田市

N

343343

寺谷

9

4444

寺谷用水寺谷用水
完成四百年碑完成四百年碑
寺谷用水
完成四百年碑

寺谷取水場寺谷取水場寺谷取水場

八幡神社八幡神社八幡神社

天
竜
川

天
竜
川

N

有玉南町

小池町
1111

馬
込
川

狢
川 浜松市東区

浜松市中区

有玉神社有玉神社
俊光将軍社俊光将軍社
有玉神社
俊光将軍社

遠州
鉄道

遠州
鉄道

遠州
鉄道

鷺ノ宮
南団地

有玉西町

三
方
原
Ｐ
Ａ

152152

東名高速道路

261261

有玉小学校

自動車学校前駅自動車学校前駅自動車学校前駅

さぎの宮駅さぎの宮駅さぎの宮駅

N

296296

152152

312312

浜松市東区

安
間
川

安間町

安新町

薬新町 国吉町

天
竜
川

天
竜
川

1

261261 344344

313313

中野町

新天竜川橋
新天竜川橋
新天竜川橋
天竜川橋
天竜川橋
天竜川橋1313

金原明善金原明善
生家生家
金原明善
生家

磐田市

中田島砂丘中田島砂丘
浜松まつり 凧揚げ浜松まつり 凧揚げ
中田島砂丘
浜松まつり 凧揚げ

掛塚灯台掛塚灯台掛塚灯台

竜洋海洋公園竜洋海洋公園竜洋海洋公園

貴船神社貴船神社
掛塚湊廻船之碑掛塚湊廻船之碑
貴船神社
掛塚湊廻船之碑

浜松市南区
天
竜
川

天
竜
川

1414

1515

1616

1717

N

掛塚橋掛塚橋掛塚橋

遠州大橋遠州大橋遠州大橋

150150

1

150150

316316

315315

259259

262262

260260

N

遠
州
豊
田
Ｐ
Ａ

1

343343

262262

4444

1212

平野重定夫妻の墓平野重定夫妻の墓
紀功碑「大円寺」紀功碑「大円寺」
平野重定夫妻の墓
紀功碑「大円寺」

東名高速道路
天竜川橋天竜川橋天竜川橋

熊野の長フジ熊野の長フジ熊野の長フジ

磐田市

加茂

豊田

池田

東名

富岡

天
竜
川

天
竜
川

1010

笠井聖
観世音
「福來寺」

笠井中学校

浜松市東区

N

笠井町

笠井上町

4545

6565

安
間
川

笠井新田町

笠井小学校笠井小学校笠井小学校

遠州芝本駅遠州芝本駅遠州芝本駅

遠
州
鉄
道
鉄
道

遠
州
鉄
道
鉄
道

遠
州
鉄
道
鉄
道

浜北ゴルフガーデン浜北ゴルフガーデン浜北ゴルフガーデン

浜名高等学校浜名高等学校浜名高等学校

7

8
遠州小林駅遠州小林駅遠州小林駅

天宝堤

彦助堤彦助堤彦助堤

ゴルフゴルフ
ガーデンガーデン
入口入口

152152
296296

6161

4545

344344

343343

浜北大橋浜北大橋浜北大橋
小林

西美園

新原

浜松市浜北区

N

永島

馬込川

浜名
用水 天

竜
川

天
竜
川

2
金原明善
翁顕彰碑
3

秋葉神社

ペンション
ふるさと村

天
竜
川

天
竜
川

森林文化会館森林文化会館森林文化会館

天竜
美林

龍山町瀬尻

龍山町下平

龍山町戸倉
龍山町
大嶺

ふるさと村ふるさと村
入口の手前入口の手前

途中から舗装途中から舗装
されていないされていない
道になる道になる

浜松市天竜区

N

至白倉峡至白倉峡至白倉峡

至明善神社至明善神社至明善神社 至佐久間至佐久間至佐久間

秋葉ダム秋葉ダム秋葉ダム

152152

12



天竜川のアユ釣り（写真提供：磐田市）

毎年、解禁日となる 6月 1日の明け方。天竜川の河原には、アユ釣りを心待ちにしていた釣り人

達が、続々と集まってきます。

いわ た  し

恵みをもたらす恵みをもたらす
　　　母なる天竜川　　　母なる天竜川

人
の
気
持
ち
を
解
き
ほ
ぐ
す

人
の
気
持
ち
を
解
き
ほ
ぐ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
辺
の
風
景　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
辺
の
風
景　

　

悠
々
と
流
れ
る
天
竜
川
の
河
口
付
近

で
は
、
水
辺
を
背
景
に
プ
ー
ル
や
キ
ャ
ン

プ
・
ス
ポ
ー
ツ
等
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
公
園
が
整
備

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
磐
田
市
側
に
位
置
す
る
竜
洋

海
洋
公
園
で
は
、
高
さ
六
〇
メ
ー
ト
ル

に
お
よ
ぶ
真
っ
白
な
風
力
発
電
の
タ

ワ
ー
が
設
置
さ
れ
、
日
本
最
大
級
の
発

電
能
力
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
遠
州
灘
の

潮
風
を
う
け
、
優
雅
に
回
転
す
る
風
車
の

眺
め
が
心
を
癒
し
て
く
れ
ま
す
。

竜洋海洋公園（磐田市）

ゆ
う
ゆ
う

え
ん
し
ゅ
う
な
だ

い
や

り
ゅ
う
よ
う

か
い
よ
う
こ
う
え
ん

りゅうようかいようこうえん

天
竜
川
の
夏
の
風
物
詩

天
竜
川
の
夏
の
風
物
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鹿
島
の
花
火　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鹿
島
の
花
火　

　

鹿
島
の
花
火
は
明
治
の
初
め
頃
、
産
土

神
で
あ
る
椎
ヶ
脇
神
社
の
五
穀
豊
穣
と
村

内
安
全
を
祈
願
す
る
行
事
と
し
て
行
わ
れ

た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

山
々
に
こ
だ
ま
す
る
花
火
の
豪
快
な
炸

裂
音
や
天
竜
川
の
水
面
に
映
し
だ
さ
れ
る

花
火
の
情
景
も
相
俟
っ
て
、
毎
年
多
く
の

人
々
が
夜
空
を
彩
る
大
輪
の
光
の
花
に
酔

い
し
れ
ま
す
。

ふ
う
ぶ
つ
し

う
ぶ
す
な

が
み

し
い 

が 

わ
き
じ
ん
じ
ゃ

ご
こ
く
ほ
う
じ
ょ
う

さ
く

あ
い 

ま

か 

じ
ま

れ
つ
お
ん

鹿島の花火（写真提供：浜松市）

浜松市天竜区二俣町鹿島の天竜川河川敷

で行われ、およそ 4000 発もの花火が打ち

上げられます。

てんりゅうくふたまたちょうかじま

はままつ しか じま

　

初
夏
の
頃
、「
遠
州
の
か
ら
っ
風
」
に

あ
お
ら
れ
、
中
田
島
砂
丘
の
大
空
に
は
色

と
り
ど
り
の
凧
が
舞
い
上
が
り
ま
す
。

  

一
七
〇
を
超
え
る
町
が
参
加
し
、
各
町

の
凧
糸
を
絡
ま
せ
、
擦
り
合
っ
て
相
手
の

糸
を
断
ち
切
る
戦
い
に
、
浜
松
人
の
熱
気

と
興
奮
は
最
高
潮
に
達
し
ま
す
。
明
治
時

代
に
本
格
化
し
た
凧
合
戦
は
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
に
市
民
あ
げ
て
の「
浜
松
ま
つ
り
」

と
し
て
盛
大
に
開
催
さ
れ
、
現
在
に
至
り

ま
す
。

な
か 

た 

じ
ま 

さ
き
ゅ
う

か
ら

す

さ
い
こ
う
ち
ょ
う

勇
み
立
つ
大
凧
の
合
戦

勇
み
立
つ
大
凧
の
合
戦

　

   
   

熱
気
が
渦
巻
く
「
浜
松
ま
つ
り
」　

熱
気
が
渦
巻
く
「
浜
松
ま
つ
り
」　

い
さ

お
お
だ
こ

凧揚げ（写真提供：浜松市）

初子の誕生を祝うとともに健やかな成

長を願い、子の名前と家紋が描かれた

凧揚げは、およそ 450 年前から続く伝

統行事です。

うい ご

か もん

たこ あ

　

天
竜
川
河
口
の
右
岸
に
は
、
風
紋
で
有

名
な
中
田
島
砂
丘
が
あ
り
ま
す
。

　

天
竜
川
上
流
か
ら
運
ば
れ
る
花
崗
岩
由

来
の
石
英
を
多
く
含
み
、
真
っ
白
に
煌
め

く
砂
浜
に
は
、
黒
潮
に
乗
っ
て
一
万
キ
ロ

の
旅
を
超
え
た
絶
滅
危
惧
種
の
ア
カ
ウ
ミ

ガ
メ
が
、
産
卵
の
た
め
に
や
っ
て
き
ま
す
。

　

産
ま
れ
た
子
ガ
メ
が
大
海
原
に
泳
ぎ
だ
し
、

再
び
産
卵
の
た
め
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
砂
丘
の
環
境
を
守
り
続
け
た

い
も
の
で
す
。

ふ
う
も
ん

か 

こ
う
が
ん

せ
き
え
い

き
ら

ぜ
つ
め
つ 

き  

ぐ 

し
ゅ

お
お
う
な
ば
ら

ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
集
う
中
田
島
砂
丘

ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
集
う
中
田
島
砂
丘

つ
ど

な
か
た
じ
ま
さ
き
ゅ
う

中田島砂丘
（写真提供：浜松市）

上陸するアカウミガメ
（写真提供：浜松市）

なかたじまさきゅう
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磐
田
平
野
の
穀
倉
地
帯
を
潤
す

磐
田
平
野
の
穀
倉
地
帯
を
潤
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
谷
用
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
谷
用
水

い
わ 

た 

へ
い 

や

こ
く
そ
う

う
る
お

て
ら
だ
に
よ
う
す
い

　

そ
の
昔
、
天
竜
川
の
下
流
は
、
磐
田
原

台
地
と
三
方
原
台
地
間
の
氾
濫
原
を
流
れ

の
勢
い
に
ま
か
せ
て
乱
流
し
て
い
た
た
め
、

洪
水
の
時
は
あ
り
余
る
大
水
に
、
ま
た
常

日
頃
は
逆
に
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

戦
国
時
代
、
徳
川
家
康
が
伊
奈
備
前
守

忠
次
に
新
田
開
発
を
命
じ
、
現
在
の
磐
田

だ
い 

ち

い
わ 

た 

は
ら

み 

か
た
は
ら
だ
い 

ち

は
ん
ら
ん
げ
ん

ら
ん
り
ゅ
う

せ
ん
ご
く 

じ 

だ
い

と
く
が
わ
い
え
や
す

い  

な 

び
ぜ
ん
の
か
み

た
だ
つ
ぐ

旧取入口跡に建つ「寺谷用水完成四百年碑」

（磐田市寺谷）

てらだにようすいかんせいよんひゃくねんひ

てらだに

市
加
茂
・
匂
坂
付
近
で
代
官
を
務
め
て
い

た
平
野
重
定
が
大
井
堀
の
開
削
に
あ
た
り

ま
し
た
。
寺
谷
の
天
竜
川
支
流
に
取
入
口

を
設
け
、
浜
部
ま
で
の
一
二
キ
ロ
に
大
井

堀
を
掘
り
導
水
し
た
の
で
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
七
三
カ
村
二
万
石
余
り
の
新
田
が
灌
漑

さ
れ
、
浜
松
藩
に
と
っ
て
の
重
要
な
用
水

と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
も
頻
発
す
る
洪
水
に

よ
り
被
害
を
受
け
、
用
水
の
維
持
に
は
大

変
な
労
力
を
必
要
と
し
ま
し
た
。
幾
多
の

変
遷
を
重
ね
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）

に
取
入
口
が
上
流
の
浜
松
市
天
竜
区
二
俣

に
設
け
ら
れ
、
磐
田
市
上
野
部
付
近
で
磐

田
用
水
と
寺
谷
用
水
に
分
水
さ
れ
る
に
至

り
、
現
在
で
も
磐
田
平
野
の
穀
倉
地
帯
を
潤

し
て
い
ま
す
。

か  

も

さ
ぎ
さ
か

ひ
ら 

の 

し
げ
さ
だ

お
お 

い 

ぼ
り

か
い
さ
く

は
ま 

べ

ど
う
す
い

ま
ん
ご
く

か
ん
が
い

は
ま
ま
つ
は
ん

ひ
ん
ぱ
つ

い
く 

た

へ
ん
せ
ん

て
ん
り
ゅ
う
く 

ふ
た
ま
た

か
み 

の  

べ

平野重定夫妻の墓と

功績を称える紀功碑

（磐田市 大円寺境内）

こうせき き こう ひ

だいえん じ けいだい

ひら の しげさだ

　

明
治
の
初
め
頃
、
天
竜
川
の
浜
松
市
側

で
は
、
金
原
明
善
に
よ
り
灌
漑
と
通
船
を

目
的
と
し
た
利
水
計
画
が
立
て
ら
れ
ま
し

た
が
実
現
に
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
こ
の
計
画
は
、
流
域
住
民
に
よ

り
結
成
さ
れ
た
用
排
水
改
善
期
成
同
盟
会

の
計
画
に
引
き
継
が
れ
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）、
浜
名
用

水
が
通
水
し
、
浜
名
平
野
に
天
竜
川
の
水

が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

き
ん
ぱ
ら
め
い
ぜ
ん

よ
う
は
い
す
い
か
い
ぜ
ん
き
せ
い
ど
う
め
い
か
い

か
ん
が
い

浜
名
平
野
に
恵
み
を
も
た
ら
し
た

浜
名
平
野
に
恵
み
を
も
た
ら
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　

浜
名
用
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　

浜
名
用
水

は
ま 

な 

へ
い 

や

は
ま 

な 

よ
う
す
い

旧浜名用水取入口（浜松市天竜区鹿島）

昭和 53 年（1978）、上流側に新しい農業用

水の取入口として船明ダムが完成し、浜名

用水の取入口は閉鎖されました。

てんりゅうく か じま

ふなぎら

「
遠
州
の
小
江
戸
」
と
呼
ば
れ
た

「
遠
州
の
小
江
戸
」
と
呼
ば
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掛
塚
湊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

掛
塚
湊

え
ん
し
ゅ
う

こ 

え 

ど

か
け
つ
か
み
な
と

　

江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
天
竜
川
の
河

口
磐
田
市
側
に
位
置
す
る
掛
塚
湊
に
は
廻

船
問
屋
が
立
ち
並
び
、
商
業
港
と
し
て
栄

え
て
い
ま
し
た
。
天
竜
川
上
流
か
ら
運
ば

れ
て
く
る
江
戸
幕
府
の
御
用
材
（
木
材
）

貴船神社と掛塚湊廻船之碑（磐田市掛塚）

掛塚に鎮座する貴船神社の祭神は「高 神」で水を司る神様

です。掛塚湊の守護神であり、廻船問屋等の崇拝を受けてき

ました。境内にある「掛塚湊廻船之碑」は、かつてここに繁栄

した港があったことを伝えています。

き ぶねじんじゃ かけつかみなとかいせんのひ

ちん ざ たかおかみのかみ つかさど

しゅ ご しん すうはい

はんえい

かけつか

大
発
電
地
帯
形
成
の
始
ま
り

大
発
電
地
帯
形
成
の
始
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　

佐
久
間
ダ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　

佐
久
間
ダ
ム

さ　

く　

ま

掛塚灯台（磐田市 竜洋海洋公園内）

かつては現存より南側の砂丘上にあり、明治 30 年

（1897）に初点灯、100 年以上にわたり遠州灘の

見張り役を務めてきました。

かけつかとうだい りゅうようかいようこうえん

えんしゅうなだ

　

戦
後
に
急
増
し
た
電
力
需
要
に
応
え
る

た
め
、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）、
豊

富
な
水
量
を
誇
り
つ
つ
も
開
発
が
困
難
と

い
わ
れ
た
天
竜
渓
谷
に
お
い
て
佐
久
間
ダ

ム
の
建
設
が
始
ま
り
ま
し
た
。
日
本
の
土

木
技
術
力
を
結
集
し
、
建
設
史
上
初
め
て

と
な
る
全
面
的
な
機
械
化
に
よ
る
施
工
の

末
、
わ
ず
か
三
年
間
で
完
成
し
ま
し
た
。

　

こ
の
成
功
を
受
け
て
秋
葉
ダ
ム
等
の
建

設
も
進
め
ら
れ
、
天
竜
川
流
域
の
電
源
開

発
が
活
発
化
し
、
大
発
電
地
帯
が
形
成
さ
れ

ま
し
た
。

あ
き 

は

さ　く　ま

てんりゅうく さ  く  まちょうさ  く  ま
佐久間ダム

（浜松市天竜区佐久間町佐久間）

ダムの高さ 155.5m は、当時世界

で 10番目を誇りました。

最大出力 35 万 kW を発電し、関

東・中京圏へ供給されています。

か
い

せ
ん
ど
ん 

や

の
積
み
出
し
や
、
遠
州
一
円
の
物
資
を
船

で
江
戸
や
大
阪
へ
と
運
ぶ
た
め
の
拠
点
と

な
り
、
製
材
や
造
船
・
鋸
鍛
冶
な
ど
の
産

業
も
発
展
し
、「
遠
州
の
小
江
戸
」
と
呼
ば

れ
る
ほ
ど
の
賑
わ
い
を
み
せ
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の
東
海
道

線
の
開
通
と
船
舶
の
大
型
化
に
よ
り
、
次

第
に
衰
退
し
て
い
き
ま
し
が
、
そ
の
面
影

は
貴
船
神
社
な
ど
に
残
っ
て
い
ま
す
。

の
こ
ぎ
り
か
じ

に
ぎ

せ
ん
ぱ
く

す
い
た
い
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78

天竜区二俣

天竜川下流域の旧河道

だ
く
り
ゅ
う

　

天
竜
川
は
、
八
ヶ
岳
の
最
高
峰
で
あ
る
赤
岳
（
二
八
九
九
メ
ー
ト
ル
）

に
源
を
発
し
、
水
は
一
旦
諏
訪
湖
（
長
野
県
）
に
集
め
ら
れ
、
東
に
赤

石
山
脈
（
南
ア
ル
プ
ス
）、西
に
木
曽
山
脈
（
中
央
ア
ル
プ
ス
）
と
い
っ

た
険
し
い
山
々
に
囲
ま
れ
た
伊
那
盆
地
を
南
に
流
下
し
、
三
遠
南
信

境
の
狭
窄
部
を
経
て
、
静
岡
県
浜
松
市
天
竜
区
二
俣
付
近
で
大
き
く

蛇
行
し
て
か
ら
広
大
な
遠
州
平
野
の
中
を
流
れ
、
遠
州
灘
に
注
ぐ
日

本
屈
指
の
急
流
河
川
で
す
。

　

普
段
は
水
量
が
豊
富
で
た
く
さ
ん
の
恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
川
で

す
が
、
か
つ
て
は
一
度
大
雨
が
降
る
と
た
ち
ま
ち
に
急
変
し
、
濁
流
が

渦
巻
く
猛
烈
な
暴
れ
川
と
化
し
て
流
域
住
民
に
襲
い
か
か
り
ま
し
た
。

や
つ
が
た
け

さ
い
こ
う
ほ
う

あ
か
だ
け

す　

わ　

こ

い
し
さ
ん
み
ゃ
く

き
そ
さ
ん
み
ゃ
く

い  

な  

ぼ
ん 

ち

さ
ん
え
ん
な
ん
し
ん

き
ょ
う
さ
く
ぶ

て
ん
り
ゅ
う
く
ふ
た
ま
た

だ 

こ
う

え
ん
し
ゅ
う
へ
い
や

え
ん
し
ゅ
う
な
だ

も
う
れ
つ

お
そ

あ
か

暴れ天竜暴れ天竜

か 

こ
う
が
ん

ち
ゅ
う
お
う
こ
う
ぞ
う
せ
ん

せ
ん
じ
ょ
う
ち

み 

か
た
は
ら 

だ
い 

ち

い
わ 

た 

は
ら 

だ
い 

ち

へ
ん
せ
ん

は
い
し
っ
ち

こ
う

伊那山地の崩壊状況

大西山（大鹿村）の大崩壊

い  な  さん ち

おおにしやま おおしかむら

上流域の大災害（36災害）

坂
上
田
村
麻
呂
将
軍
と

坂
上
田
村
麻
呂
将
軍
と

　
　
　
　
　
　
　

赤
大
蛇
の
伝
説

　
　
　
　
　
　
　

赤
大
蛇
の
伝
説

さ
か
の
う
え
の
た
む
ら
ま
ろ

　

大
昔
、
遠
州
平
野
は
「
岩
田
の
海
」
と

呼
ば
れ
る
広
大
な
大
海
原
で
、
大
き
な

一
匹
の
赤
大
蛇
が
棲
ん
で
い
ま
し
た
。

　

岩
田
の
海
で
は
、
一
日
に
一
度
だ
け

旅
人
が
船
に
乗
っ
て
渡
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
の
船
が
渡
ろ
う

と
す
る
と
赤
大
蛇
が
怒
り
出
し
、
船
を

ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
の
頃
、
朝
廷
よ
り
蝦
夷
征
討
を
命

じ
ら
れ
た
坂
上
田
村
麻
呂
将
軍
が
大
勢

の
兵
士
を
引
き
連
れ
、
岩
田
の
海
を
渡

ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
広
大
な
海
に
棲
む

赤
大
蛇
を
退
治
す
る
手
立
て
も
な
く
、
船

岡
山
に
陣
屋
を
建
て
、
一
日
一
艘
ず
つ
兵

士
た
ち
を
渡
ら
せ
な
が
ら
幾
日
か
を
恨
め

し
く
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
美
し

い
女
が
陣
屋
に
現
れ
、
将
軍
の
お
世
話
を

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

蝦
夷
征
討
を
果
た
し
た
将
軍
が
船
岡
山

に
戻
る
と
、
女
の
お
腹
に
は
赤
ん
坊
が

宿
っ
て
い
ま
し
た
。
決
し
て
産
屋
の
中
を

覗
か
な
い
で
下
さ
い
と
お
願
い
さ
れ
た
将

軍
で
し
た
が
、
板
の
隙
間
か
ら
中
を
覗
く
と
、

と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
赤
大
蛇
が
赤
ん
坊
を
乗

せ
て
い
ま
し
た
。
正
体
を
見
ら
れ
た
赤
大

蛇
は
、
赤
ん
坊
と
宝
珠
の
潮
干
る
珠
を
将
軍

に
託
し
、
岩
田
の
海
へ
と
姿
を
消
し
ま
し
た
。

　

月
日
は
流
れ
、
再
び
蝦
夷
征
討
を
命

じ
ら
れ
た
将
軍
が
赤
大
蛇
の
子
俊
光
を

連
れ
て
船
岡
山
に
着
く
と
、
岩
田
の
海

は
荒
れ
て
い
ま
し
た
。
俊
光
が
母
の
形

見
で
あ
る
潮
干
る
珠
を
海
に
投
げ
入
れ

た
と
こ
ろ
、
海
水
が
引
い
て
広
大
な
陸

地
が
現
れ
、
一
瞬
姿
を
見
せ
た
赤
大
蛇
は

椎
ヶ
脇
の
淵
へ
と
消
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

後
に
干
潟
と
な
っ
た
陸
地
に
は
多
く

の
人
々
が
住
む
よ
う
に
な
り
、
船
岡
山

の
東
方
で
毎
夜
怪
し
く
光
っ
て
い
た
潮

干
る
珠
を
見
つ
け
、
そ
の
地
に
有
玉
神

社
を
お
祀
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
わ 

た

お
お
う
な
ば
ら

す

ち
ょ
う
て
い

え
み
し 

せ
い
と
う

お
か
や
ま

じ
ん 

や

い
っ
そ
う

や
ど

う
ぶ 

や

の
ぞ

す
き 

ま

ほ
う
じ
ゅ

し
お 

ひ

た
ま

た
く

と
し
み
つ

し
い 

が 

わ
き

ふ
ち

ひ 

が
た

あ
や

あ
り
た
ま
じ
ん

じ
ゃ

ま
つ

ふ
な

有玉神社（浜松市東区有玉）
ありたまじんじゃ ひがしくありたま

俊光将軍社（浜松市東区有玉）
としみつしょうぐんしゃ

てんりゅうくふたまたちょうかじま
赤大蛇が祀られている椎ヶ脇神社

（浜松市天竜区二俣町鹿島）

赤大蛇が身を隠したという

椎ヶ脇神社下の淵
ふち

　

上
流
域
で
は
風
化
し
や
す
い
花
崗
岩
が

広
範
囲
に
分
布
し
、
中
央
構
造
線
等
が
走

る
も
ろ
い
地
質
構
造
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

大
雨
で
崩
壊
し
た
大
量
の
土
砂
が
流
出
し
、

下
流
域
に
広
大
な
扇
状
地
（
遠
州
平
野
）
が

形
成
さ
れ
ま
し
た
。
天
竜
川
が
現
在
の
河

道
に
固
定
さ
れ
る
以
前
は
、
三
方
原
台
地

と
磐
田
原
台
地
に
囲
ま
れ
た
遠
州
平
野
の

中
を
思
う
が
ま
ま
に
流
れ
を
変
え
て
い
た
た
め
、

河
道
の
変
遷
に
伴
っ
て
水
が
流
れ
な
く
な
っ

た
旧
河
道
や
洪
水
に
よ
り
流
出
し
た
土
砂

が
堆
積
し
て
で
き
た
自
然
堤
防
、
ま
た
自
然

堤
防
の
背
後
で
水
は
け
の
悪
く
な
っ
た
後

背
湿
地
が
網
目
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

雄
大
な
流
れ
が
急
変　

濁
流
が
渦
巻
く
暴
れ
川

雄
大
な
流
れ
が
急
変　

濁
流
が
渦
巻
く
暴
れ
川

まつ しい が わきじんじゃ



　　

×
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一
二
五
〇

一
二
五
〇
年
前
に
建
造
さ
れ

年
前
に
建
造
さ
れ

　
　
　

　
　
　

 　
　

現
存
す
る
「
天
宝
堤
」　

　
　

現
存
す
る
「
天
宝
堤
」　

て
ん
ぽ
う
づ
つ
み

　

天
竜
川
流
域
の
治
水
事
業
と
し
て
記
録

に
残
る
最
古
の
も
の
は
、
天
平
宝
字
五
年

（
七
六
一
）
に
行
わ
れ
た
天
宝
堤
の
築
堤

で
す
。「
続
日
本
記
」
に
よ
る
と
、
水
害

で
麁
玉
川
（
天
竜
川
）
堤
防
が
約
一
〇
〇
〇

メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
決
壊
、
延
べ
人
員

三
〇
三
、
七
〇
〇
人
を
用
い
て
修
築
し
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
修
築
堤
防
の
断
面

は
天
端
三
・
六
ｍ
、
高
さ
一
・
三
六
ｍ
、

敷
高
五
・
四
ｍ
で
、
当
時
の
技
術
水
準
と

し
て
は
最
高
の
施
工
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

ち
く
て
い

て
ん
ぴ
ょ
う
ほ
う
じ

し
ょ
く
に 

ほ
ん 

ぎ

あ
ら
た
ま
が
わ

の

し
ゅ
う
ち
く

て
ん 

ば

し
き
だ
か

人
柱
と
な
っ
て
命
を
投
げ
出
し

人
柱
と
な
っ
て
命
を
投
げ
出
し

　
　
　

　
　
　

 　
　

完
成
さ
せ
た
「
彦
助
堤
」　

　
　

完
成
さ
せ
た
「
彦
助
堤
」　

ひ
と
ば
し
ら

ひ
こ
す
け
づ
つ
み

　

江
戸
の
初
期
、
天
竜
川
は
大
天
竜
・
小

天
竜
の
二
つ
に
分
か
れ
て
流
れ
、
し
ば
し

ば
氾
濫
し
、
人
々
を
苦
し
め
て
い
ま
し
た
。

新
原
村
の
庄
屋
松
野
彦
助
は
、
天
竜
の
流

れ
を
締
め
切
っ
て
本
川
に
合
流
さ
せ
る
工

事
を
率
先
し
て
実
施
し
ま
し
た
が
、
川
の

流
れ
が
強
く
、工
事
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

彦
助
は
人
々
を
励
ま
す
た
め
、
自
ら
人

柱
と
な
り
、
そ
の
熱
意
に
う
た
れ
た
農
民

の
努
力
に
よ
り
、延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）、

大
堤
長
六
一
間
高
一
丈
、
土
堤
長
五
八
間

高
四
尺
の
堤
防
が
完
成
し
ま
し
た
。

は
ん
ら
ん

し
ん
ぱ
ら
む
ら

ま
つ
の
ひ
こ
す
け

え
ん
ぽ
う

け
ん

じ
ょ
う

し
ゃ
く

彦助堤（浜松市浜北区新原）

この堤防が破堤すると天領だけ

でなく、下流の浜松藩領も含む

65ヵ村が被害を受けてしまう

ことから、大変重要な堤防で

あったため、完成後も破堤と修築

の記録が多く残されています。

ひこすけづつみ はまきた く しんぱら

てんりょう

はままつはんりょう

洪
水
で
流
れ
着
い
た

洪
水
で
流
れ
着
い
た

　
　
　

　
　
　

 　
　
　

　
　
　

 　

笠
井
聖
観
世
音　

　

笠
井
聖
観
世
音　

か
さ
い
し
ょ
う
か
ん
ぜ
お
ん

　

福
來
寺
の
ご
本
尊
で
あ
る
笠
井
聖
観
世

音
は
、
上
流
か
ら
流
れ
着
い
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

昔
、
村
人
が
天
竜
川
の
川
底
に
光
る
も

の
を
見
つ
け
、
掘
り
出
し
て
み
る
と
み
ご

と
な
観
音
様
で
し
た
。
村
に
お
迎
え
し
て

お
堂
に
お
さ
め
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
に
も

光
り
輝
い
て
い
る
た
め
、
あ
ら
た
か
な
観

音
様
と
い
う
こ
と
で
笠
を
か
ぶ
せ
ま
し

た
。
あ
と
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

上
流
の
長
島
に
祀
ら
れ
て
い
た
観
音
様
で

あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

ふ
く
ら
い 

じ

ほ
ん
ぞ
ん

か
ん
の
ん
さ
ま

な
が
し
ま

ま
つ

福來寺　笠井聖観世音

（浜松市東区笠井町）

笠井観音堂を中心に「市」がた

つようになり、たいへんなにぎ

わいであったといいます。

ふくらい じ かさいしょうかんぜおん

ひがしくかさいちょう

いち

天宝堤（浜松市浜北区道本）

堤防は、浜北区小林から東区有玉

まで続いていたといわれ、浜松市

の史跡に指定されています。

はまきた く どうほん

はまきた く こばやし ひがしくありたま

てんぽうづつみ浸水状況（浜松市浜北区上島）浸水状況（浜松市浜北区上島）浸水状況（浜松市浜北区上島）浸水状況（浜松市浜北区上島）

浸水につかる JR東海道線浸水につかる JR東海道線
（磐田市気子島付近）（磐田市気子島付近）
浸水につかる JR東海道線浸水につかる JR東海道線
（磐田市気子島付近）（磐田市気子島付近）

　

明
治
四
四
年
八
月
三
日
か
ら
五
日
に
か
け
て
、
台
風
の
影
響
に

よ
り
、
総
雨
量
が
二
俣
で
三
六
八
ミ
リ
、
浜
松
で
三
四
一
ミ
リ
を

観
測
し
ま
し
た
。
天
竜
川
の
水
位
は
鹿
島
で
七
・
八
八
ｍ
に
達
し
、

大
洪
水
に
加
え
て
山
林
の
崩
壊
が
数
十
箇
所
で
発
生
し
ま
し
た
。

旧
佐
久
間
町
半
場
で
は
、
大
崩
壊
が
発
生
し
て
天
竜
川
を
堰
き
止

め
る
土
砂
ダ
ム
が
形
成
さ
れ
、
約
二
時
間
後
に
決
壊
し
、
平
野
地
域

に
段
波
と
な
っ
て
押
し
寄
せ
、
大
被
害
を
発
生
さ
せ
ま
し
た
。

　

流
域
内
で
は
破
堤
、
溢
水
、
土
砂
崩
れ
が
頻
発
し
、
特
に
磐
田

郡
（
現
磐
田
市
）
で
は
死
者
・
行
方
不
明
者
一
九
名
、
損
壊
家
屋

三
六
三
戸
、
浸
水
家
屋
八
、
九
六
三
戸
の
甚
大
な
被
害
を
う
け
、

浸
水
面
積
は
九
四
・
五
㎢
に
及
び
ま
し
た
。

明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
八
月
洪
水

明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
八
月
洪
水

ふ
た
ま
た

か 

じ
ま

さ
く
ま
ち
ょ
う
は
ん
ば

だ
ん 

ぱ

は 

て
い

い
っ
す
い

ひ
ん
ぱ
つ

い
わ 

た

ぐ
ん

じ
ん
だ
い

せ

　

昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
の
東
南
海
地
震
、

終
戦
直
前
の
浜
松
大
空
襲
に
続
き
、
昭
和
二
〇

年
（
一
九
四
五
）
一
〇
月
に
は
二
つ
の
台
風

の
接
近
と
前
線
が
刺
激
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

浜
松
市
南
区
金
折
町
の
天
竜
川
西
派
川
の
堤

防
に
掘
ら
れ
た
防
空
壕
跡
か
ら
決
壊
が
始
ま
り
、

決
壊
箇
所
は
四
〇
ｍ
以
上
に
及
び
ま
し
た
。

　

芳
川
・
河
輪
・
五
島
・
飯
田
地
区
を
中
心

に
大
規
模
な
被
害
と
な
り
、
流
域
の
死
者
三
四

名
、
浸
水
家
屋
八
四
七
戸
、
浜
松
市
南
区
で
は

一
二
㎢
が
浸
水
の
被
害
を
う
け
ま
し
た
。

昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
一
〇
月
洪
水

昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
一
〇
月
洪
水

と
う
な
ん
か
い
じ
し
ん

は
ま
ま
つ
だ
い
く
し
ゅ
う

か
な
お
り
ち
ょ
う

に
し 

は 

せ
ん

ぼ
う
く
う
ご
う
あ
と

か
わ 

わ

い
い 

だ

ほ
う
が
わ

ご 

と
う

堤防の決壊直後（浜松市南区金折町）堤防の決壊直後（浜松市南区金折町）堤防の決壊直後（浜松市南区金折町）堤防の決壊直後（浜松市南区金折町）

堤防決壊堤防決壊
箇所箇所

天竜川天竜川
西派川西派川

天竜川天竜川
東派川跡東派川跡

天
竜
川

天
竜
川

堤防決壊箇所

（昭和 22年（1947）航空写真）

※国土地理院 WEB サイト（地理院地図）

　に一部加筆
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暴れ天竜に挑む暴れ天竜に挑む

明治時代　終始一誠意　天竜川の治水・治山・利水事業に生涯を捧げ
暴れ天竜を恵みの川に変えた浜松の偉人　　　　　― 金原明善 ―

しゅうしいつにいをまことにす

　

金
原
明
善
は
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）

天
竜
川
に
ほ
ど
近
い
現
在
の
浜
松
市
東
区

安
間
町
で
山
林
を
多
く
持
ち
、
造
り
酒
屋

な
ど
も
営
ん
で
い
た
名
主
七
代
目
久
右
衛
門

の
子
と
し
て
生
を
受
け
ま
し
た
。

　

一
四
歳
の
時
に
大
病
を
患
い
、
回
復
後

に
母
と
祖
父
を
亡
く
し
、
嘉
永
三
年

（
一
八
五
〇
）
の
洪
水
被
害
に
見
舞
わ
れ
、

度
重
な
る
不
幸
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
日
々
を

過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、
ま
た
も
や
暴

れ
天
竜
の
猛
威
に
よ
り
堤
防
が
決
壊
し
、

特
に
浜
松
市
側
の
中
瀬
・
善
地
・
豊
西
地

区
の
被
害
は
激
甚
で
し
た
。

　

し
か
し
、
明
治
維
新
と
い
う
新
し
い
時
代

の
到
来
と
と
も
に
、
新
政
府
に
対
す
る
意

見
を
述
べ
る
路
が
開
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

こ
こ
か
ら
明
善
の
私
財
を
な
げ
う
っ
た
治

水
事
業
に
対
す
る
挑
戦
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

明
治
時
代
の
到
来

明
治
時
代
の
到
来

　
　
　

　
　
　

 　

 

暴
れ
天
竜
へ
の
挑
戦

暴
れ
天
竜
へ
の
挑
戦

め
い 

じ 

じ 

だ
い

き
ん
ぱ
ら
め
い
ぜ
ん

て
ん
ぽ
う

ひ
が
し
く

わ
ず
ら

か 

え
い

も
う 

い

ぜ
ん 

じ

な
か 

ぜ

と
よ
に
し

げ
き
じ
ん

め
い 

じ  

い 

し
ん

あ
ん
ま
ち
ょ
う

金原明善生家（浜松市東区安間町）

築後約 200 年が経過している生家内には、

実業家・慈善家であった明善に関する貴重

な資料や遺品が展示されています。

きんぱらめいぜんせいか ひがしくあんまちょう

じ ぜん か

　

明
治
元
年
の
水
害
後
、
新
政
府
の
財
政

基
盤
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
中
、
明
善
は

旧
幕
府
の
所
有
林
か
ら
復
旧
工
事
用
資
材

の
伐
出
し
許
可
を
と
り
、
浜
松
藩
に
被
災
者

の
扶
食
米
を
放
出
さ
せ
、
自
ら
も
多
額
の
工

事
費
用
を
寄
付
し
、
天
竜
川
の
復
旧
工
事
を

献
身
的
に
進
め
ま
し
た
。

　

そ
の
情
熱
が
認
め
ら
れ
、
後
に
浜
松
県

か
ら
天
竜
川
御
普
請
専
務
に
任
ぜ
ら
れ
た

明
善
は
、
多
く
の
事
業
を
立
案
し
ま
し
た
。

天
竜
川
を
鹿
島
地
先
か
ら
分
流
し
、
船
に

よ
る
主
要
輸
送
路
と
し
て
浜
名
湖
に
通
ず

る
新
河
川
を
開
削
し
、
本
流
は
鹿
島
か
ら

河
口
ま
で
を
真
っ
す
ぐ
に
川
幅
を
一
定
に

す
る
堤
防
を
つ
く
る
こ
と
で
暴
れ
天
竜
を

治
め
よ
う
と
計
画
し
ま
し
た
。

き
り 

だ

は
ま
ま
つ
は
ん

ふ  

ち 

ま
い

け
ん
し
ん
て
きて

ん
り
ゅ
が
わ 

ご  

ふ 

し
ん
せ
ん 

む

か 

じ
ま

は
ま 

な  

こ

治
水
事
業
に
対
す
る
流
域
住
民
の

治
水
事
業
に
対
す
る
流
域
住
民
の

　
　
　
　
　

一
致
団
結
を
呼
び
か
け

　
　
　
　
　

一
致
団
結
を
呼
び
か
け

　

明
善
は
、
新
堤
構
築
工
事
に
は
長
い
歳

月
と
流
域
住
民
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
と

訴
え
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
天
竜

川
通
堤
防
会
社
（
翌
年
「
治
河
協
力
社
」

に
改
組
）
を
設
立
し
、
最
上
流
の
諏
訪
湖

か
ら
河
口
ま
で
の
基
礎
調
査
や
測
量
、
既
存

堤
防
の
補
修
や
岩
石
破
砕
に
よ
る
河
道
整

備
を
行
い
ま
し
た
。
全
財
産
を
一
旦
新
政

府
に
寄
付
す
る
覚
悟
を
決
め
て
大
規
模
な

新
堤
構
築
工
事
を
遂
行
し
ま
す
が
、
思
う

よ
う
な
補
助
が
得
ら
れ
ず
、
政
府
直
営
の

工
事
に
し
た
方
が
良
い
と
の
考
え
に
至
り
、

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
治
河
協
力
社

を
解
散
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
明
善
の
援
助
に
よ
り
フ
ラ
ン

ス
留
学
で
治
水
技
術
を
学
ん
だ
小
林
技
師

や
明
善
が
設
立
し
た
水
利
学
校
の
卒
業
生

ら
が
国
の
直
轄
工
事
に
携
わ
り
、
つ
い
に

明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
に
工
事
が
完
成
、

現
在
の
天
竜
川
下
流
の
骨
格
が
つ
く
ら
れ

ま
し
た
。

ち
か
き
ょ
う
り
ょ
く
し
ゃ

か
い 

そ

す  

わ  

こ

は 

さ
い

す
い
こ
う

こ
ば
や
し

ち
ょ
っ
か
つ

た
ず
さ

むかしの水防技術
蛇籠（じゃかご）蛇籠（じゃかご）
竹で編んだ籠の中に石
を詰め、川岸の水が強
く当たる部分に敷き並
べ、土砂が削りとられ
るのを防ぎます。

菱牛（ひしうし）菱牛（ひしうし）
組み上げた丸太を
川底に据え付けて、
川の急な流れを抑
えます。

沈床（ちんしょう）沈床（ちんしょう）
堤防の根元が水流
で掘られないよう、
組んだ丸太を積み
重ね、中に石を詰
めます。

な
ぬ
し
な
な
だ
い
め
き
ゅ
う
え
も
ん
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半
生
を
か
け
た
植
林
事
業

半
生
を
か
け
た
植
林
事
業

　
　
　
　
　
　

北
遠
地
方
林
業
の
発
展　

　
　
　
　
　
　

北
遠
地
方
林
業
の
発
展　

ほ
く
え
ん

　

治
河
協
力
社
時
代
、
明
善
は
オ
ラ
ン
ダ
人

技
師
リ
ン
ド
ウ
が
説
い
た
水
源
涵
養
林
の

大
切
さ
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

治
河
協
力
社
の
解
散
を
機
に
、
下
流
域

の
効
率
的
な
治
水
事
業
の
進
展
の
た
め
、
中

流
域
の
荒
廃
が
進
ん
だ
山
々
に
目
を
向
け

ま
し
た
。
明
善
は
、
瀬
尻
の
御
料
林
の
貸

与
を
申
し
出
て
、
手
元
に
残
っ
た
私
財
を

投
じ
、
約
二
九
〇
万
本
以
上
の
ス
ギ
や
ヒ
ノ

キ
を
植
え
、
天
然
林
か
ら
人
工
林
へ
の
転

換
を
図
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
瀬
尻
付
近
の
荒
廃
し
た
民
有
林

地
を
次
々
と
買
い
入
れ
、
約
三
九
〇
万
本

以
上
の
植
林
を
行
い
、
金
原
林
を
造
成
し

ま
し
た
。

　

苗
を
育
て
、
天
然
林
の
木
々
を
伐
採
し
、

根
や
岩
石
を
取
り
除
い
て
整
地
し
、
育
て
た

苗
を
植
え
込
み
、
そ
し
て
雑
草
や
芝
を
刈
り

人
工
林
を
育
て
る
作
業
は
、
多
大
な
時
間
と

労
力
と
資
金
を
必
要
と
し
ま
す
。
明
善
は
、

切
り
出
し
た
材
木
を
輸
送
す
る
会
社
の
設

立
や
洋
式
製
材
の
普
及
化
を
図
り
、
植
林

と
三
位
一
体
と
な
っ
た
政
策
と
し
て
事
業

を
進
め
、
北
遠
地
方
の
林
業
発
展
に
も
貢
献

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
立
っ
た
ま
ま
固
い
芝
も
刈
る
こ
と

が
で
き
る
金
原
鎌
も
発
明
さ
れ
、
全
国
の

植
林
地
に
広
く
普
及
し
ま
し
た
。

　

明
善
は
五
五
歳
か
ら
、
天
竜
川
を
見
据

え
続
け
た
そ
の
目
を
落
と
す
九
二
歳
ま
で

の
半
生
を
か
け
、
こ
の
壮
大
な
植
林
事
業

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
天
竜
川

の
利
水
事
業
を
託
し
た
疎
水
財
団
（
現
金

原
治
山
治
水
財
団
）
に
金
原
林
の
全
て
を

寄
付
し
、
治
水
・
治
山
・
利
水
を
一
体
と

し
て
事
業
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
暴
れ

天
竜
を
恵
み
の
川
へ
と
変
え
た
の
で
す
。

ち
か
き
ょ
う
り
ょ
く
し
ゃ

す
い
げ
ん
か
ん
よ
う
り
ん

か
ん
め
い

こ
う
は
い

せ 

じ
り

ご
り
ょ
う
り
ん

た
い

ば
っ
さ
い

さ
ん
み
い
っ
た
い

こ
う
け
ん

き
ん
ぱ
ら
が
ま

た
く

そ 

す
い
ざ
い
だ
ん

し
ば

金原鎌
（写真提供：金原治山治水財団）

きんぱらがま

金原明善翁顕彰碑

（浜松市天竜区龍山町瀬尻）

きんぱらめいぜんおうけんしょうひ

てんりゅうくたつやまちょうせじり

よ

森林の水源涵養機能（すいげんかんようきのう）（すいげんかんようきのう）
① 洪水の緩和① 洪水の緩和
森林地の土壌では、降った雨がたくさんしみ込んで地下水
となって蓄えられ、少しづつ川へ流れ込むため、急な水位
の上昇を抑えて洪水を緩和
します。
② 水質の浄化② 水質の浄化
雨水が森林地の土壌にしみ
込むと自然の力でろ過され
ると同時に自然のミネラル
が溶け込み、きれいな水に
なります。

天竜美林（浜松市天竜区龍山町瀬尻）天竜美林（浜松市天竜区龍山町瀬尻）
大空に向かって真っすぐに成長した美林の姿は、「自彊不息」を生涯貫いた大空に向かって真っすぐに成長した美林の姿は、「自彊不息」を生涯貫いた
明善翁の生き様と重なり、水源から河口までを一貫した治水事業の大切さ明善翁の生き様と重なり、水源から河口までを一貫した治水事業の大切さ
を語りかけてくれます。を語りかけてくれます。

天竜美林（浜松市天竜区龍山町瀬尻）天竜美林（浜松市天竜区龍山町瀬尻）
大空に向かって真っすぐに成長した美林の姿は、「自彊不息」を生涯貫いた大空に向かって真っすぐに成長した美林の姿は、「自彊不息」を生涯貫いた
明善翁の生き様と重なり、水源から河口までを一貫した治水事業の大切さ明善翁の生き様と重なり、水源から河口までを一貫した治水事業の大切さ
を語りかけてくれます。を語りかけてくれます。

じきょうふそくじきょうふそくじきょうふそくじきょうふそく



期間降水量分布図（6 月 28 日 0 時～7 月 8 日 24 時）  

期間降水量と平年値（7 月）との比較図（6 月 28 日 0 時～7 月 8 日 24 時） 

未
来
へ
の
備
え

未
来
へ
の
備
え

　
　
　
　
　
　
「
い
ざ
と
い
う
時
に
ち
ゃ
ん
と
逃
げ
る
」

　
　
　
　
　
　
「
い
ざ
と
い
う
時
に
ち
ゃ
ん
と
逃
げ
る
」

　

近
年
、
滝
の
よ
う
に
ゴ
ー
ゴ
ー
と
降
り
続
く
時
間
雨
量
五
〇
ミ
リ

を
超
え
る
短
時
間
強
雨
の
発
生
件
数
が
増
加
し
て
い
ま
す
（
左
上
図
）。

静
岡
地
方
気
象
台
に
よ
る
と
、
二
一
世
紀
末
の
静
岡
県
に
お
け
る
時

間
雨
量
五
〇
ミ
リ
以
上
の
雨
が
発
生
す
る
回
数
も
増
加
す
る
と
予
想

さ
れ
て
い
ま
す
（
左
下
図
）。

　

ま
た
、
雨
の
降
り
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
雨
量
が
数
百
ミ
リ
か
ら

数
千
ミ
リ
を
超
え
る
大
雨
も
全
国
で
頻
発
し
て
い
ま
す
。
特
に
平
成

三
〇
年
（
二
〇
一
八
）
七
月
に
発
生
し
た
豪
雨
災
害
で
は
、
停
滞
し

た
前
線
や
台
風
の
影
響
に
よ
り
日
本
付
近
に
暖
か
く
非
常
に
湿
っ
た

空
気
が
供
給
さ
れ
続
け
、
総
雨
量
が
四
国
地
方
で
一
八
〇
〇
ミ
リ
、

ひ
ん
ぱ
つ

1 時間降水量 50ミリ以上の年間発生回数

（アメダス 1,000 地点あたり）

1時間降水量 50ミリ以上の発生回数の

変化（静岡地方気象台HPより）

天竜川とともに暮らす天竜川とともに暮らす

平成30年 7月豪雨時の総雨量

（気象庁HPより）

東
海
地
方
で
一
二
〇
〇
ミ
リ
を
超
え
、
全
国
の

多
く
の
観
測
地
点
で
観
測
史
上
第
一
位
と
な

る
降
水
量
を
記
録
し
ま
し
た
（
左
図
）。
こ
の

大
雨
で
西
日
本
を
中
心
と
し
た
一
府
一
〇
県

に
特
別
警
報
が
発
表
さ
れ
、
各
地
で
河
川
の

氾
濫
や
浸
水
害
、
土
砂
災
害
が
発
生
し
、
死
者
・

行
方
不
明
者
が
多
数
と
な
る
甚
大
な
被
害
が

発
生
し
ま
し
た
。

　

雨
の
降
り
方
が
局
地
化
・
集
中
化
・
激
甚
化
し
、

河
川
氾
濫
の
リ
ス
ク
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

天
竜
川
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
私
た
ち
に
は
、

「
い
ざ
と
い
う
時
に
ち
ゃ
ん
と
逃
げ
る
」
た
め

の
備
え
が
必
要
で
す
。

と
く
べ
つ
け
い
ほ
う

は
ん
ら
ん

じ
ん
だ
い

げ
き
じ
ん
か

　

洪
水
浸
水
想
定
区
域
図
の
情
報
は
、「
あ
る

条
件
下
で
の
想
定
」
な
の
で
、
区
域
外
で

浸
水
す
る
場
合
や
実
際
の
浸
水
深
と
異
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
住
ん
で

い
る
場
所
で
ど
の
よ
う
な
浸
水
が
発
生
す

る
可
能
性
が
あ
る
か
を
知
る
め
や
す
に
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
を
活
用
し
て
河
川
氾
濫
に
よ
る
被

害
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に

ど
う
や
っ
て
避
難
す
る
の
か
を
日
頃
か
ら

考
え
て
お
く
こ
と
が
、「
ち
ゃ
ん
と
逃
げ
る
」

こ
と
へ
の
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

は
ん
ら
ん

天竜川下流の洪水浸水想定区域図：想定最大規模）

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/bousai/shinsui_tenryu/

浸水の深さのイメージ

～0.5m～ 0.5m

～ 1.0m～ 1.0m

～ 3.0m～ 3.0m

～ 5.0m～ 5.0m

1階の床下までつかる1階の床下までつかる

1階の床上までつかる1階の床上までつかる

2階の軒下までつかる2階の軒下までつかる

1階の屋根までつかる1階の屋根までつかる

住んでいる住んでいる
場所の場所の
リスクをリスクを
知る知る

　この図は、天竜川の洪

水予報区間について、水

防法の規定により指定さ

れた想定し得る最大規模

の降雨（※）による洪水

浸水想定区域、および浸

水した場合に想定される

水深を表示した図面です。

※天竜川流域の 48時間

　総雨量 526 ㎜

1516



【高】【高】

1718

逃げる逃げる
判断のための判断のための
情報を集める情報を集める

① 危険度の高まりを伝える情報を知ったら！！！① 危険度の高まりを伝える情報を知ったら！！！
◆警報級の可能性・・・これからどうなる？

西部

種別

大雨
警報級の可能性

1時間最大雨量
（ミリ）

07/20 18:00 発表
20日 21日
明け方まで 朝～夜遅く

18-24 0-6 6-12 12-18 18-24

【高】【高】 【高】【高】

40 50 20 15 以下15以下

07/20 17:00 発表

22日 23日 24日25日

注意報注意報

災害が発生する災害が発生する
おそれがある場合おそれがある場合

警報警報

重大な災害が発生重大な災害が発生
するおそれがあるするおそれがある
場合場合

特別警報特別警報

重大な災害が発生重大な災害が発生
するおそれがするおそれが
著しく大きい場合著しく大きい場合

土砂災害土砂災害
警戒情報警戒情報

命に危険を及ぼす命に危険を及ぼす
土砂災害がいつ土砂災害がいつ
発生してもおかし発生してもおかし
くない状況くない状況

記録的短時間記録的短時間
大雨情報大雨情報

土砂・浸水・洪水土砂・浸水・洪水
害の発生につなが害の発生につなが
るような、稀にしるような、稀にし
か観測しない雨か観測しない雨

② 危険度の高まるタイミングや場所を確認しましょう！② 危険度の高まるタイミングや場所を確認しましょう！

いつ？いつ？

どこで？どこで？

◆ 情報の収集先 ◆

　警報（危険度の時系列）・・・・・気象庁WEB（https://www.jma.go.jp/jp/warn/）

　警報の危険度分布（土砂災害）・・気象庁WEB（https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/index.html）

　警報の危険分布（浸水害）・・・・気象庁WEB（https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html）

　警報の危険度分布（洪水害）・・・気象庁WEB（https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html）

　天竜川のライブ情報・・・・・・浜松河川国道事務所WEB（http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/live_view_kasen/pc/）

◆警報の危険度分布

洪水害洪水害

浸水害浸水害

土砂災害土砂災害

天竜川の水位や川のようすは？天竜川の水位や川のようすは？

◆天竜川のライブ情報 河川がはん濫する
おそれのある水位

はん濫危険水位はん濫危険水位

避難情報発表の
目安となる水位

避難判断水位避難判断水位

河川のはん濫の
発生を注意する水位

はん濫注意水位はん濫注意水位

水防団が待機する
目安となる水位

水防団待機水位水防団待機水位

◆警報（危険度の時系列）・・・いつ頃危ない？
○○市

発表中の
警報・注意報等の種別

（浸水害）

1時間最大雨量
（ミリ）

大雨

今後の推移（　　特別警報級　　　警報級　　　注意報級）

20日 21日
備考・

関連する現象

浸水注意

18-21 0-321-24 12-15 18-213-6 6-9 9-12 15-18

40 40 40 40

　避難勧告等が発令されたら、速やかに避難行動をと
る必要があります。なお、突発的な災害では、発令が
間に合わないこともあります。危険を感じたら「自分
で判断し、避難行動をとる」ことが大切です。

避難準備・
高齢者等避難

開始
避難勧告 避難指示

（緊急）

避難に時間を要する
人（高齢者、障害者、
乳幼児等）とその支
援者は避難を開始し
ましょう。
その他の人は、避難の
準備を整えましょう。

速やかに避難場所へ
避難をしましょう。
外出することでか
えって命に危険が及
ぶような状況では、
近くの安全な場所へ
の避難や、自宅内の
より安全な場所に避
難をしましょう。

まだ避難していない人
は、緊急に避難場所へ
避難をしましょう。
外出することでかえっ
て命に危険が及ぶよう
な状況では、近くの安
全な場所への避難や、
自宅内のより安全な場
所に避難をしましょう。

※必ずしも、この順番で発表されるとは限らないので、　注意が必要です。

浸水や土砂災害等の
おそれのない

市町村が指定している
「指定緊急避難場所」

へ早めに避難

できる

できない ※夜間や大雨が降っている状況など、移動が困難な場合

避難をする時
近所の人にも声をかけるなど
地域で助け合いましょう！

自宅内の上層階で山や崖からできる
だけ離れた部屋等に移動する。

近隣の「安全な場所」（民間のマ
ンション等）に緊急的に移動する。

できる

※外の安全性
　が確認できた場合

氾濫した水は非常に勢いが強
いため、ひざの高さの深さで
も歩くのが困難になります。

氾濫した水は茶色く濁っているため、道路と側溝
の境やふたの空いたマンホールなどは見えません。
やむを得ない場合、棒で足元を確認しながら移動
しましょう。

－ － － －

－ － － －

天竜川ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
りゅっぴぃ

命を守る命を守る
行動について行動について

考える考える



1920

いざという時いざという時
の行動をの行動を
チェックチェック

　下のチェック図は、大雨が降る可能性が高まった時
から数十年に一度のこれまでに経験したことがないよ
うな異常事態の発生や天竜川にはん濫が発生するまで
に備えて、わたしたちが行うべき行動の一例を示して
います。
　この図を参考にして、より具体的な防災行動について、
家族と一緒に考えてみましょう！

※気象庁作成の「危険度の高まりに応じて段階的に発表される防災気象情報とその利活用例」を

　参考に作成。（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/newstage.html）

気象状況気象状況 気象庁からの情報気象庁からの情報 わたしたちの行動の一例わたしたちの行動の一例

□危険度の高まるタイミングや場所を確認□危険度の高まるタイミングや場所を確認
　【以後、継続】→（P17)　【以後、継続】→（P17)
□土砂災害警戒区域等に住んでいる方は□土砂災害警戒区域等に住んでいる方は
　避難準備が整い次第、避難を開始、高齢　避難準備が整い次第、避難を開始、高齢
　者等は速やかに避難→（P18）　者等は速やかに避難→（P18）

□土砂災害警戒区域等や河川沿いに住んで□土砂災害警戒区域等や河川沿いに住んで
　いる方は避難準備が整い次第、避難を開　いる方は避難準備が整い次第、避難を開
　始、高齢者等は速やかに避難→（P18）　始、高齢者等は速やかに避難→（P18）

□危険な区域の外の少しでも安全な場所に□危険な区域の外の少しでも安全な場所に
　速やかに避難→（P18)　速やかに避難→（P18)

□この状況になる前に避難を完了しておく□この状況になる前に避難を完了しておく
　→（P18)　→（P18)

□危険度の高まりを伝える情報を確認□危険度の高まりを伝える情報を確認
　【以後、継続】→（P17)　【以後、継続】→（P17)
□浸水想定区域図・ハザードマップを確認し、□浸水想定区域図・ハザードマップを確認し、
　指定緊急避難場所等や避難経路を確認→（P16）　指定緊急避難場所等や避難経路を確認→（P16）
□家族全員の今後の予定を確認□家族全員の今後の予定を確認
□避難する場合に備え、持ち物を準備□避難する場合に備え、持ち物を準備
□家の周りの風で飛ばされるものは片付け、土のう家の周りの風で飛ばされるものは片付け、土のう
　を設置する等、自衛策を行うを設置する等、自衛策を行う
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