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しのはら歴史便り 
篠原地区歴史同好会／浜風会会報 No.４２ 

浜風会/入会募集中 

毎月第１,３木曜日 篠
原
の
現
在
あ
る
土
地
の
形
態
を
形
作
っ
た
の
は

土
地
改
良
事
業
で
あ
る
。
昭
和
34
年
に
設
立
し
た

「
篠
原
村
舞
阪
町
南
部
土
地
改
良
区
」
と
、
続
い
て

実
施
さ
れ
た
「
坪
井
馬
郡
土
地
改
良
区
」
で
あ
る
。 

後
者
の
こ
と
は
平
成
１６
年
に
役
割
を
終
え
、

記
念
に
発
行
『
土
地
改
良
の
記
録
』
に
詳
述

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら

特
に
興
味
深
い
内
容
に
つ
い
て
引
用
す
る
。 

土
地
改
良
の
成
果
（
土
地
改
良
の
意
義
） 

左
の
図
は
土
地
の
改
良
前
後
の
地
図
で
あ

る
。
そ
の
変
化
は
一
目
瞭

然
で
あ
る
。
こ
の
事
業
の

目
的
に
は
「
農
業
構
造
の

改
善
に
資
す
る
」
と
あ
り
、

ト
ラ
ク
タ
ー
等
農
業
機
械

が
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
り
農
作
業
の
効
率
は
飛

躍
的
に
向
上
し
た
。
そ
の
上
、
道
路
が
整
備
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
農
地
転
用
が
容
易
に
な
り
、
地
域
の

発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
言
え
る
。 

元
理
事
長
か
ら
振
り
返
っ
て
の
一
言
（
一
部
抜
粋
） 

「
既
に
南
部
土
地
改
良
区
が
換
地
も
殆
ど
済
ん
で

い
た
頃
、
裏
も
何
と
か
せ
ね
ば
と
盛
り
上
が
っ
て
い

き
ま
し
た
。
そ
こ
で
土
地
所
有
者
で
再
三
会
合
を
開

き
、
役
員
を
決
定
す
る
ま
で
大
変
で
し
た
が
、
市
の

指
導
を
受
け
、
何
と
か
設
立
総
会
に
こ
ぎ
着
け
た
こ

と
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
が
昭
和
43
年
の
こ
と
で

事
務
所
は
如
意
寺
本

堂
の
隅
に
設
け
、
市

職
員
１
名
、
事
務
職

３
名
で
始
め
ま
し
た
。

当
初
は
会
合
を
２
、

３
日
に
一
回
位
開
き

ま
し
た
が
、
大
変
だ

っ
た
の
は
事
業
も
進

み
換
地
の
了
解
を
得

る
こ
と
で
し
た
。 

事
業
も
終
わ
り
、
そ

し
て
市
街
化
区
域
、
調
整
区
域
を
問
わ
ず
新
し
い
家

が
建
ち
、
非
常
に
賑
や
か
に
な
っ
て
来
た
こ
と
に
触

れ
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
」 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
山
下
勝
彦
） 

 

             

            

事
業
概
要 

実
施
期
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設
立  

昭
和
四
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年
三
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工
事
完
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昭
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六
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解
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年
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面
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地
権
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五
四
名 

総
事
業
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四
千
五
百
万
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歴
代
理
事
長 

初
代
理
事
長 

 

刑
部
忠
吉 

 
 

馬
郡
町 

二
代
理
事
長 

 

刑
部
安
四
郎 

 

馬
郡
町 

三
代
理
事
長 

 

藤
田
政
司 

 
 

馬
郡
町 

四
代
理
事
長 

 

竹
村
文
男 

 
 

馬
郡
町 

 

記念碑のある如意寺前から富士見通りを臨む 
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志
都
呂
道
の
新
幹
線
ガ
ー
ド
下
に
愛
称
標
識

「
河
岸

か

し

跡あ
と

」
が
立
っ
て
い
ま
す
。
近
く
に
住
む
者
と 

し
て
、
昔
の
河
岸
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
ど
こ

に
ど
の
よ
う
に
あ
っ
た
の
か
、
し
っ
か
り
知
り
た
い

と
考
え
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
河
岸
と
は

河
川
や
湖
の

岸
に
で
き
た

舟
着
場
の
こ

と
で
す
。
中

で
も
こ
の
国

方
の
河
岸
の

特
徴
は
集
落

に
接
し
て
い

る
こ
と
で
す
。
こ
こ
を
「
わ
ー
ち
ゃ
ら
河

岸
」
と
呼
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。 

 

先
ず
知
っ
て
い
そ
う
な
人
に
尋
ね
る
こ

と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
河
岸
の
あ
る
国
方

に
住
む
Ｍ
さ
ん
に
、
か
つ
て
の
河
岸
の
姿

に
つ
い
て
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

Ｍ
さ
ん
は
終
戦
後
、
こ
の
河
岸
か
ら
父
親

の
手
伝
い
で
舟
に
乗
っ
て
「
モ
ク
採
り
」

に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
経

験
か
ら
今
で
も
当
時
の
河
岸
の
光
景
を
微

細
な
部
分
ま
で
鮮
明
に
覚
え
て
い
て
、
河

岸
の
図
を
描
い
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が

「
昭
和
２２
年
頃
の
河
岸
跡
」

の
図
で
す
。
（
下
図
） 

西
神
明
神
社
の
北
西
側
に

あ
る
細
い
道
を
西
へ
30
ｍ
程

度
歩
き
ま
す
と
、
か
つ
て
の

河
岸
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
場

所
に
出
ま
す
。
昭
和
の
中
頃

ま
で
存
在
し
て
い
た
河
岸
は

東
岸
が
舟
の
係
留
場
所
で
北

岸
が
荷
揚
げ
や
荷
下
ろ
し
が

さ
れ
る
船
着
場
に
な
っ
て
い

ま
す
。
歩
い
て
み
ま
す
と
現

在
も
河
岸
の
構
造
自
体
は
残
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
昭
和
２２
年
当
時
の
河
岸
は
養
鰻
池
と
養
鰻

池
の
間
の
東
西
の
水
路
の
東

奥
に
、
鍵
形
に
な
っ
て
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
、
Ｍ
さ
ん

の
図
解
で
分
か
り
ま
し
た
。 

浜
名
湖
へ
出
て
行
く
水
路

は
今
で
も
篠
原
川
の
水
を
流

す
た
め
に
、
新
幹
線
の
高
架

を
く
ぐ
る
構
造
で
残
っ
て
お

り
、
満
ち
潮
の
時
は
水
を
深

く
た
た
え
て
い
て
今
で
も
舟

が
浮
か
べ
ら
れ
ま
す
。 

現
在
の
「
と
び
う
お
大
橋
」

の
下
辺
り
、
湖
が
広
く
開
け
た
所
を
、
河
岸
の
近
隣

の
人
達
は
「
広
っ
ぱ
」
と
呼
び
ま
し
た
。
そ
の
広
っ

ぱ
か
ら
舟
が
水
路
を
通
っ
て
河
岸
ま
で
来
ま
し
た
。

東
の
岸
辺
は
石
垣
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
水
際
に
一

ｍ
程
の
人
が
通

れ
る
土
手
が
あ

り
ま
し
た
。
そ

の
岸
辺
に
は
杭

が
何
本
も
打
た

れ
て
い
て
舟
の

係
留
場
所
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

現
在
石
垣
は
崩

れ
て
埋
も
れ
て

い
ま
す
が
、
当

愛称標識 

河岸跡の現在の様子 

見つかった石垣、左側が元水面 
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昭和３５年地図 

時
の
本
物
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
係
留
し
て
い

た
舟
で
浜
名
湖
へ
出
て
い
き
、
角
立
漁
や
モ
ク
採
り
、

ウ
ナ
ギ
ツ
ボ
漁
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。 

 

河
岸
の
北
側
の
舟
着
場
は
、
荷
揚
げ
荷
下
ろ
し
の

場
所
で
、
ト
ラ
ッ
ク
も
入
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
モ
ク
（
海
藻
）
や
魚
貝
な
ど
の
荷
を
そ
こ
へ

揚
げ
る
と
、
舟
は
東
側
の
石
垣
の
所
へ
係
留
し
て
お

き
ま
し
た
。 

 

北
岸
の
舟
着
場
に
、
満
潮
の
頃
に
限
っ
て
団
平
船

（
ド
ン
コ
船
）
が
着
き
ま
し
た
。
団
平
船
は
焼
玉
エ

ン
ジ
ン
で
動
き
、
幅
が
広
く
て
底
が
平
た
い
舟
で
、

水
深
の
浅
い
浜
名
湖
の
水
運
に
適
し
て
い
ま
し
た
。

他
の
小
さ
な
舟
は
干
潮
の
時
で
も
出
入
り
で
き
た
が
、

団
平
船
は
大
き
く
、
人
や
物
資
を
た
く
さ
ん
乗
せ
た

の
で
、
潮
が
満
ち
て
い
る
時
に
し
か
河
岸
に
入
っ
て

来
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
河
岸
か
ら
村
の
多
く

の
人
々
が
団
平
船
に
乗
っ
て
奥
山
半
僧
坊
や
、
舘
山

寺湖西摩利支天

、

舘山

寺
、
湖
西
の
摩
利
支
天
な
ど
へ
参
詣
や
遊
覧
に
出
か

け
ま
し
た
。 

こ
こ
で
河
岸
近
辺
の
光
景
の
変
化
を
Ｍ
さ
ん
の
お

話
か
ら
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。
Ｍ
さ
ん
の
図
は
昭
和

２２
年
頃
の
河
岸
の
様
子
で
、
既
に
河
岸
の
周
り
は
養

魚
場
で
囲
ま
れ
、
そ
の
中
央
に
残
っ
た
水
路
で
浜
名

湖
へ
出
入
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
Ｍ
さ
ん
宅
の
先

代
が
「
養
魚
場
を
作
る
以
前
は
、
今
の
赤
水
門
の
辺

り
ま
で
入
江
だ
っ
た
」
と
話
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知

り
、
実
際
に
明
治
２５
年
の
地
図
を
見
ま
す
と
、
こ
の

河
岸
が
浜
名
湖
の
広
大
な
入
江
の
最
奥
部
に
位
置
し
、

河
岸
か
ら
は
浜
名
湖
の
広
々
し
た
景
色
を
臨
む
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
河
岸
の
様
子
を
大
き

く
変
え
て
し
ま
っ
た
の
は
、
時
代
の
趨
勢
と
は
言
え

新
幹
線
が
通
る
よ
う
に
な
り
、
浜
名
湖
へ
の
航
路
、

景
観
を
完
全
に
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。 

馬
郡
に
は
権
十
エ
ボ
が
坪
井
に
は
坪
井
エ
ボ
が
存

在
し
て
い
た
こ
と

も
含
め
て
、
篠
原

村
が
浜
名
湖
の
水

運
と
共
に
栄
え
て

き
た
湖
畔
の
村
で

あ
っ
た
光
景
が
偲

ば
れ
ま
す
。 

今
「
河
岸
跡
」

の
周
辺
は
太
陽
光

発
電
所
の
間
を
縫

っ
て
、
篠
原
川
が

防
災
を
支
え
る
赤

水
門
を
経
て
浜
名
湖
に
静
か
に
注
い
で
い
ま
す
。 

 

今
回
の
調
査
で
Ｍ
さ
ん
の
説
明
と
案
内
に
よ
り
、

在
り
し
日
の
河
岸
の
全
体
像
が
分
か
り
、
昔
の
ま
ま

埋
も
れ
た
石
垣
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

後
世
に
残
し
た
い
も
の
で
す
。 

（
鈴
木
坂
江
） 

     

  

 

 

明治２５年地図 

篠原川の浜名湖への直線部分 
篠原河岸周辺図昭和５４年地図 
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物
置
を
整
理
し
た
ら
古
い
弁
当
箱
が
い
く
つ
も
出

て
き
た
。
ア
ル
マ
イ
ト
製
で
ふ
た
は
ベ
コ
ベ
コ
と
へ

こ
み
が
あ
る
が
、
手
に
取
っ
て
眺
め
て
い
る
と
小
学

校
で
の
昼
食
の
様
子
が
浮
か
び
、
そ
れ
を
追
っ
て
ゆ

く
と
い
ろ
い
ろ
次
々
に
出
て
き
て
、
ふ
た
を
と
っ
た

時
の
香
り
も
感
ず
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。
記
憶

を
辿
っ
て
み
る
。 

朝
ご
飯
の
前
に
母
は
お
釜
か

ら
最
初
に
弁
当
を
つ
め
て
、
そ

れ
か
ら
お
ひ
つ
に
移
し
て
い
た
。

お
釜
の
ご
飯
の
上
面
に
は
麦
の

層
が
で
き
る
の
で
し
ゃ
も
じ
で

よ
け
て
弁
当
に
は
多
く
入
ら
な

い
よ
う
に
す
る
母
の
工
夫
で
あ

っ
た
。
お
か
ず
は
毎
日
決
ま
っ

て
海
苔
で
、
皿
に
し
ょ
う
ゆ
を

注
ぎ
、
海
苔
を
浸
し
て
か
ら
ご

飯
の
上
に
乗
せ
る
。
こ
れ
は
子

供
が
自
分
で
や
る
こ
と
だ
っ
た
。

ふ
た
を
し
て
新
聞
紙
で
包
ん
だ
。
。 

周
り
の
多
く
が
海
苔
弁
当
だ
っ
た
の
で
こ
れ
が
当

た
り
前
と
思
っ
て
い
た
。
お
昼
の
教
室
で
食
べ
る
時
、

失
敗
か
ら
学
ん
だ
大
事
な
こ
と
が
あ
る
。
ふ
た
は
さ

っ
と
開
け
な
い
こ
と
だ
。
ご
飯
の
上
の
海
苔
が
ふ
た

に
く
っ
つ
い
て
し
ま
う
こ
と
が
時
々
起
こ
っ
た
。
一

旦
ふ
た
に
付
く
と
再
び
ご
飯
の
上
に
薄
く
広
げ
る
こ

と
は
で
き
な
く
て
、
箸
で
か
き
寄
せ
る
し
か
な
く
、

こ
れ
を
お
か
ず
に
し
て
ご
飯
と
一
緒
に
食
べ
る
と
す

ぐ
に
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
か
ら
は
お
か
ず
な

し
で
我
慢
し
て
食
べ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。 

こ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、
ま
ず
ふ
た
を
少
し
だ
け

持
ち
上
げ
て
覗
い
て
み
て
、
海
苔
が
持
ち
上
が
っ
て

い
た
ら
箸
で
つ
つ
い
て
ご
飯
の
上
に
戻
す
の
が

テ
ク
ニ
ッ
ク
だ
っ
た
。 

お
茶
の
や
か
ん
は
前
の
席
か
ら
回
っ
て
き
て

机
の
上
に
広
げ
た
ふ
た
に
つ
い
で
後
ろ
に
送
る
。

並
々
つ
い
で
あ
る
ふ
た
に
口
を
そ
っ
と
つ
け
て

ま
ず
は
す
す
る
。
手
に
持
っ
て
飲
む
の
は
半
分

く
ら
い
に
な
っ
て
か
ら
だ
。
こ
う
す
れ
ば
こ
ぼ

れ
な
い
、
み
ん
な
や
っ
て
い
る
の
で
す
す
る
音

が
し
た
も
の
だ
。 

海
苔
だ
け
の
弁
当
が
い
つ
ま
で
だ
っ
た
か
思

い
出
せ
な
い
。
お
か
ず
を
ご
飯
の
端
の
方
に
入

れ
て
く
れ
た
の
は
中
学
の
頃
だ
ろ
う
か
。
つ
ゆ

が
し
み
出
て
包
み
紙
が
汚
れ
、
教
科
書
の
端
に

茶
色
の
染
み
が
出
来
た
の
も
こ
の
頃
だ
ろ
う
。

か
ば
ん
に
顔
を
近
づ
け
る
と
い
つ
で
も
し
ょ
う
ゆ
の

臭
い
が
し
た
も
の
だ
。 

高
校
に
入
っ
て
弁
当
箱
は
教
科
書
と
同
じ
大
き
さ

で
少
し
薄
い
も
の
に
な
っ
た
。
お
か
ず
入
れ
は
中
に

収
め
ら
れ
て
い
て
、
パ
ッ
キ
ン
と
ロ
ッ
ク
で
ふ
た
は

し
っ
か
り
固
定

さ
れ
る
の
で
大

い
に
満
足
し
た
。

し
か
し
い
つ
の

日
か
パ
ッ
キ
ン

が
伸
び
切
っ
て

隙
間
が
で
き
、

ま
た
汁
が
漏
れ

る
よ
う
に
な
っ

た
。
か
ば
ん
の

し
ょ
う
ゆ
の
臭

い
は
高
校
ま
で
続
い
た
。 

こ
う
や
っ
て
振
り
返
る
と
懐
か
し
く
な
っ
て
、
海

苔
弁
当
を
作
っ
て
み
た
。
朝
に
ご
飯
を
詰
め
て
海
苔

を
の
せ
て
ふ
た
を
し
て
新
聞
紙
で
包
ん
で
お
い
た
。

昼
に
広
げ
る
と
海
苔
と
し
ょ
う
ゆ
の
香
り
は
昔
の
ま

ま
だ
。
ふ
た
に
お
茶
を
つ
ぎ
思
い
切
り
顔
を
近
づ
け

て
す
す
っ
た
が
、
時
代
も
変
わ
り
と
て
も
人
前
で
は

や
れ
な
い
、
一
度
で
や
め

に
し
た
。 

自
分
が
使
っ
た
で
あ
ろ

う
小
さ
な
弁
当
箱
は
す
で

に
な
か
っ
た
が
、
七
十
年

も
前
の
教
室
の
風
景
を
懐

か
し
く
思
い
出
さ
せ
て
く

れ
た
。 

 

（
鈴
木
忠
） 


