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世界かんがい施設遺産登録のお祝い�
�

磐田市�� �地���� �
寺谷用水土地改良区の皆様におかれましては、400 年以上にわたり地域の暮らしを支え

る「命の水」として、農業用水の安定供給や農業用施設の維持管理にご尽力をいただき、誠

にありがとうございます。また、寺谷用水の恩恵を授かる地域の方々が創設者に感謝する独

自の文化を生み、継承してこられたことに敬意を表します。�

このたびは、寺谷用水の歴史的、技術的な功績が認められ「世界かんがい施設遺産」に

登録されましたことを、心からお慶び申し上げますとともに、登録決定に至るまでの関係者の皆

様の取り組みに対しまして、感謝申し上げます。�

寺谷用水は、天竜川の治水と利水を一体的に行う革新的なかんがい技術の導入により、流域水田の水不足

の改善と食糧不足の解消に大きく寄与し、農村の発展に貢献した施設として高い評価を得ています。現在の用水

路は、土水路からコンクリート造りへと姿を変え、今でも適正に維持管理されており、水の供給を通して、地域農業の

重要な役割を果たしております。�

今回の登録を契機に、市民の皆様に歴史ある寺谷用水の魅力や技術を再認識し、地域への誇りと愛着を深め

ていただくとともに、国内外へ情報発信することで、交流人口の拡大や地域教育の場となるよう、寺谷用水土地改

良区をはじめ、関係機関の皆様と連携を図り地域の発展につなげてまいります。�

結びに、寺谷用水土地改良区のますますのご発展と皆様方のご健勝を心からお祈り申し上げ、お祝いの言葉と

いたします。�
�

�

静岡県�農�環境���大�� 中�正��� �

世界かんがい施設遺産は 2014 年に創設された制度です。創設当時、全国の農業用

水を紹介した書籍では、静岡県において深良用水が詳細に報告されていましたが、天竜川

流域では「寺谷用水」の記述はほとんど見当たらない状態でした。用水の歴史的役割をもっ

と多くの人に理解してもらいたいと強く思ったことを記憶しています。2019 年 1 月に磐田市歴

史文書館で「寺谷用水」の企画展、シンポジウムが開催されました。そのとき土地改良区、県

のご理解もあり、想像以上の反響があり、それが今回の世界かんがい遺産登録への機運と

なったと思っています。�

� 土地改良区と県が中心となって遺産登録申請書を作成していく中で、新たな歴史的な価値として認識できる

ようになったことに、「寺谷用水は 17 世紀に北関東などで大展開する農業土木の技術の「先駆け」」ということがあり

ました。我々が全国、世界に向けて誇りとすることができる寺谷用水の「歴史的価値」の一つです。�

農業用水は現在、その多面的機能が語られるようになっています。多面的機能とは水田かんがいだけでなく、畑

かんがい、観光・地域活性化、地域教育、環境・景観保全、生態系保全、親水施設、自治形成、などの機能の

ことです。寺谷用水は水源涵養などどこよりも地域貢献してきたということもありますが、さらにより地域に愛される農業

用水となるため何ができるのか、みなさんと一緒に考える良い機会になることを祈念いたします。�
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寺谷用水土地改良区理事長 �田�平 あいさつ 

去る令和 4 年 10 月 6 日にオーストラリアのアデレードで開催された ICID（国際かんがい

排水委員会）理事会において寺谷用水が「世界かんがい施設遺産」に登録されました。誠

に名誉なことと存じますとともに寺谷用水開祖平野重定公没後 400 年という大きな節目

に、重定公の墓前に登録の報告ができたことは、感慨も一入です。 

寺谷用水が登録に至った１つ目の理由は、天正 16 年（1588 年）に徳川家康の命により

重臣伊奈忠次の指揮により平野重定が工事に当たられ「民福の基盤は墾田にあり墾田の

本義は水利の完璧を期するにあり」の理念に基づき天正 18 年（1590 年）に用水が完成した

という長い歴史にあります。 

２つ目の理由は、天竜川の氾濫を防ぐために「大囲堤
おおかこいづつみ

」を造り、これに交差させて埋め込んだ「大圦
お お い り

樋
ひ

」が治水

と利水を同時に実現した画期的な工法であったことです。 

３つ目の理由は、過去に大雨の度に姿形を変えた暴れ天竜からの取水ができなくなり、幾度となく取水口を上流

に移動した苦労の歴史があること。 

４つ目の理由は重定公が編成した「井組
い ぐ み

」という、自主的な維持管理を目的とした組織の存在です。当時の井

組は 73 �村に及び、用水の引入れや各地域への分水、また施設の修繕などの用水に関係する仕事を当番制で

行っていました。寺谷用水の 430 年の歴史の中で、大きな水争いがなかったことは何よりの誇りだと思っております。

井組は現在の当土地改良区傘下の 19 水利組合に互譲の精神のもと脈々と受け継がれております。 

私達は「世界かんがい施設遺産」の名に恥じぬよう、寺谷用水を良好な状態で未来に継承してまいります。 

最後に、この度の登録にあたり御支援、御協力いただいた多くの皆様に深く感謝申し上げ御挨拶といたします。 

 

 

世界かんがい施設遺産登録のお�い 

��県�事 川�平��  

寺谷用水が、世界かんがい施設遺産に登録されましたことを心からお慶び申し上げます。 

天竜川の左岸地域に安定した農業用水を供給するため、1590 年に造成された延長約

12kmの寺谷用水は、水田農業の発展と地域振興に大きく貢献するとともに、現在も約 1,500ha

の農地を潤し、県民の「食」と「くらし」を支える、まさに「命の水」を供給する重要な農業生産基

盤であります。 

造成当時、天竜川は暴れ川と呼ばれ、洪水のたびに莫大な堆砂と流路の変更を繰り返

し、安定した取水が困難でした。これを克服するため堤防と交差させて 大圦
お お い り

樋
ひ

を設置することで、取水と農地の開

発を同時に実現したことは、日本のかんがいの進展に大きな影響を与えた革新的な技術であります。また、地域の

農業者により、農業用水を一元的に管理する「井組
い ぐ み

」が組織され、400年以上にわたり用水管理が綿々と受け継が

れております。 

今回の登録は、当時の革新的な技術の導入と、地域の皆様による卓越した維持管理が評価されたものでありま

す。今後も、施設の持続的な保全や、登録を契機とした地域づくりへの活用を通じて、先人たちの偉業であり、かけ

がえのない地域の宝である「寺谷用水」が、未来へ継承されることを期待しております。 
 

  

16 
 

��
����

��
� �

��
� �

� ���������� �� ����������� �� �� �� �������

�
����������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������

������������������������������� �� �����������

��������������������������������������������

�������������������������������

�� �� ������������������������������

�

��
� � �

���
�����

� ����������  �� �� ���������� �� ��������

�

�������������������������������������

�����������������������������������

����

�� �� �����������������������������������

������������������������������������

�����������������������������������

������������������������������������

���������

� ��� �� ������������������������� ��� �������

�������������������������������

� �� �� ���������������������������������

�

��
����

��
� �

��
� � �

� ����������� �� �� ��������� �� ��������

�

������������������������������

������������������������������������ �

�２代磐田用水土地改良区連合理事長(S33～S41) 

�に、翁�く「きわどい�当で実現した����」と�したとおり、����の�

設は翁でなければ実現できなかった。天竜川下流用水実現の最大の��者。�

���左岸の公�には翁の��が��されている。 

  また、寺谷用水土地改良区�地�の�和４６年(1971)に��された県営寺谷

用排水事業完工�念碑「水�潤�田」（水�く�田を潤す）は、翁の揮毫したもの

である。 
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� ����������� �� ��1911）～平成 24 年(2012) 

 
 磐田市長（５期２０年 S41～61）、磐田用水土地改良区連合理事長（１０

年 S49～S58）、寺谷用水土地改良区理事長（４期１６年 S59～H12）を歴任し

た。 

平成６年(1994)、翁が寺谷用水土地改良区理事長時代に始まった「県営

かんがい排水事業」によって受益の約半分にパイプラインが設置された。この

事業によって田毎に給水栓が付けられ取水が容易になった。 

磐田用水土地改良区連合解散時に翁が揮毫された「留魂碑」の「留」は

「留」の旧字体である。上部のふたつの「口」は寺谷用水と社山疏水を�して

いる。 
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かんがい排水事業」によって受益の約半分にパイプラインが設置された。この

事業によって田毎に給水栓が付けられ取水が容易になった。

　磐田用水土地改良区連合解散時に翁が揮毫された「留魂碑」の「 」は

「留」の旧字体で、上部のふたつの「口」は寺谷用水と社山疏水の取水口

という意味が込められている。
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路は、土水路からコンクリート造りへと姿を変え、今でも適正に維持管理されており、水の供給を通して、地域農業の

重要な役割を果たしております。�

今回の登録を契機に、市民の皆様に歴史ある寺谷用水の魅力や技術を再認識し、地域への誇りと愛着を深め

ていただくとともに、国内外へ情報発信することで、交流人口の拡大や地域教育の場となるよう、寺谷用水土地改

良区をはじめ、関係機関の皆様と連携を図り地域の発展につなげてまいります。�

結びに、寺谷用水土地改良区のますますのご発展と皆様方のご健勝を心からお祈り申し上げ、お祝いの言葉と

いたします。�
�

�

静岡県�農�環境���大�� 中�正��� �

世界かんがい施設遺産は 2014 年に創設された制度です。創設当時、全国の農業用

水を紹介した書籍では、静岡県において深良用水が詳細に報告されていましたが、天竜川

流域では「寺谷用水」の記述はほとんど見当たらない状態でした。用水の歴史的役割をもっ

と多くの人に理解してもらいたいと強く思ったことを記憶しています。2019 年 1 月に磐田市歴

史文書館で「寺谷用水」の企画展、シンポジウムが開催されました。そのとき土地改良区、県

のご理解もあり、想像以上の反響があり、それが今回の世界かんがい遺産登録への機運と

なったと思っています。�

� 土地改良区と県が中心となって遺産登録申請書を作成していく中で、新たな歴史的な価値として認識できる

ようになったことに、「寺谷用水は 17 世紀に北関東などで大展開する農業土木の技術の「先駆け」」ということがあり

ました。我々が全国、世界に向けて誇りとすることができる寺谷用水の「歴史的価値」の一つです。�

農業用水は現在、その多面的機能が語られるようになっています。多面的機能とは水田かんがいだけでなく、畑

かんがい、観光・地域活性化、地域教育、環境・景観保全、生態系保全、親水施設、自治形成、などの機能の

ことです。寺谷用水は水源涵養などどこよりも地域貢献してきたということもありますが、さらにより地域に愛される農業

用水となるため何ができるのか、みなさんと一緒に考える良い機会になることを祈念いたします。�

  

　寺谷用水土地改良区の皆様におかれましては、400年以上にわたり地域の暮らしを支える

「命の水」として、農業用水の安定供給や農業用施設の維持管理にご尽力をいただき、誠に

ありがとうございます。また、寺谷用水の恩恵を授かる地域の方々が創設者に感謝する独自

の文化を生み、継承してこられたことに敬意を表します。

　このたびは、寺谷用水の歴史的、技術的な功績が認められ「世界かんがい施設遺産」に

登録されましたことを、心からお慶び申し上げますとともに、登録決定に至るまでの関係者の皆

様の取り組みに対しまして、感謝申し上げます。

　寺谷用水は、天竜川の治水と利水を一体的に行う革新的なかんがい技術の導入により、流域水田の水不足の

改善と食糧不足の解消に大きく寄与し、農村の発展に貢献した施設として高い評価を得ています。現在の用水路は、

土水路からコンクリート造りへと姿を変え、今でも適正に維持管理されており、水の供給を通して、地域農業の重要な

役割を果たしております。

　今回の登録を契機に、市民の皆様に歴史ある寺谷用水の魅力や技術を再認識し、地域への誇りと愛着を深め

ていただくとともに、国内外へ情報発信することで、交流人口の拡大や地域教育の場となるよう、寺谷用水土地改

良区をはじめ、関係機関の皆様と連携を図り地域の発展につなげてまいります。

　結びに、寺谷用水土地改良区のますますのご発展と皆様方のご健勝を心からお祈り申し上げ、お祝いの言葉と

いたします。

　世界かんがい施設遺産は2014年に創設された制度です。創設当時、全国の農業用水を

紹介した書籍では、静岡県において深良用水が詳細に報告されていましたが、天竜川流域

では「寺谷用水」の記述はほとんど見当たらない状態でした。用水の歴史的役割をもっと多く

の人に理解してもらいたいと強く思ったことを記憶しています。2019年1月に磐田市歴史文書

館で「寺谷用水」の企画展、シンポジウムが開催されました。そのとき土地改良区、県のご理

解もあり、想像以上の反響があり、それが今回の世界かんがい遺産登録への機運となったと

思っています。

　土地改良区と県が中心となって遺産登録申請書を作成していく中で、新たな歴史的な価値として認識できるよう

になったことに、「寺谷用水は17世紀に北関東などで大展開する農業土木の技術の「先駆け」」ということがありました。

我々が全国、世界に向けて誇りとすることができる寺谷用水の「歴史的価値」の一つです。

　農業用水は現在、その多面的機能が語られるようになっています。多面的機能とは水田かんがいだけでなく、畑

かんがい、観光・地域活性化、地域教育、環境・景観保全、生態系保全、親水施設、自治形成、などの機能の

ことです。寺谷用水は水源涵養などどこよりも地域貢献してきたということもありますが、さらにより地域に愛される農業

用水となるため何ができるのか、みなさんと一緒に考える良い機会になることを祈念いたします。
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寺谷用水土地改良区理事長 �田�平 あいさつ 

去る令和 4 年 10 月 6 日にオーストラリアのアデレードで開催された ICID（国際かんがい

排水委員会）理事会において寺谷用水が「世界かんがい施設遺産」に登録されました。誠

に名誉なことと存じますとともに寺谷用水開祖平野重定公没後 400 年という大きな節目

に、重定公の墓前に登録の報告ができたことは、感慨も一入です。 

寺谷用水が登録に至った１つ目の理由は、天正 16 年（1588 年）に徳川家康の命により

重臣伊奈忠次の指揮により平野重定が工事に当たられ「民福の基盤は墾田にあり墾田の

本義は水利の完璧を期するにあり」の理念に基づき天正 18 年（1590 年）に用水が完成した

という長い歴史にあります。 

２つ目の理由は、天竜川の氾濫を防ぐために「大囲堤
おおかこいづつみ

」を造り、これに交差させて埋め込んだ「大圦
お お い り

樋
ひ

」が治水

と利水を同時に実現した画期的な工法であったことです。 

３つ目の理由は、過去に大雨の度に姿形を変えた暴れ天竜からの取水ができなくなり、幾度となく取水口を上流

に移動した苦労の歴史があること。 

４つ目の理由は重定公が編成した「井組
い ぐ み

」という、自主的な維持管理を目的とした組織の存在です。当時の井

組は 73 �村に及び、用水の引入れや各地域への分水、また施設の修繕などの用水に関係する仕事を当番制で

行っていました。寺谷用水の 430 年の歴史の中で、大きな水争いがなかったことは何よりの誇りだと思っております。

井組は現在の当土地改良区傘下の 19 水利組合に互譲の精神のもと脈々と受け継がれております。 

私達は「世界かんがい施設遺産」の名に恥じぬよう、寺谷用水を良好な状態で未来に継承してまいります。 

最後に、この度の登録にあたり御支援、御協力いただいた多くの皆様に深く感謝申し上げ御挨拶といたします。 

 

 

世界かんがい施設遺産登録のお�い 

��県�事 川�平��  

寺谷用水が、世界かんがい施設遺産に登録されましたことを心からお慶び申し上げます。 

天竜川の左岸地域に安定した農業用水を供給するため、1590 年に造成された延長約

12kmの寺谷用水は、水田農業の発展と地域振興に大きく貢献するとともに、現在も約 1,500ha

の農地を潤し、県民の「食」と「くらし」を支える、まさに「命の水」を供給する重要な農業生産基

盤であります。 

造成当時、天竜川は暴れ川と呼ばれ、洪水のたびに莫大な堆砂と流路の変更を繰り返

し、安定した取水が困難でした。これを克服するため堤防と交差させて 大圦
お お い り

樋
ひ

を設置することで、取水と農地の開

発を同時に実現したことは、日本のかんがいの進展に大きな影響を与えた革新的な技術であります。また、地域の

農業者により、農業用水を一元的に管理する「井組
い ぐ み

」が組織され、400年以上にわたり用水管理が綿々と受け継が

れております。 

今回の登録は、当時の革新的な技術の導入と、地域の皆様による卓越した維持管理が評価されたものでありま

す。今後も、施設の持続的な保全や、登録を契機とした地域づくりへの活用を通じて、先人たちの偉業であり、かけ

がえのない地域の宝である「寺谷用水」が、未来へ継承されることを期待しております。 
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�２代磐田用水土地改良区連合理事長(S33～S41) 

�に、翁�く「きわどい�当で実現した����」と�したとおり、����の�

設は翁でなければ実現できなかった。天竜川下流用水実現の最大の��者。�

���左岸の公�には翁の��が��されている。 

  また、寺谷用水土地改良区�地�の�和４６年(1971)に��された県営寺谷

用排水事業完工�念碑「水�潤�田」（水�く�田を潤す）は、翁の揮毫したもの

である。 

 

��
����

���
� � �

� ����������� �� ��1911）～平成 24 年(2012) 

 
 磐田市長（５期２０年 S41～61）、磐田用水土地改良区連合理事長（１０

年 S49～S58）、寺谷用水土地改良区理事長（４期１６年 S59～H12）を歴任し

た。 

平成６年(1994)、翁が寺谷用水土地改良区理事長時代に始まった「県営

かんがい排水事業」によって受益の約半分にパイプラインが設置された。この

事業によって田毎に給水栓が付けられ取水が容易になった。 

磐田用水土地改良区連合解散時に翁が揮毫された「留魂碑」の「留」は

「留」の旧字体である。上部のふたつの「口」は寺谷用水と社山疏水を�して

いる。 

  

 

 

 

 

 

おおかこいづつみ

い ぐ み

お お い り ひ

お お い り ひ

い ぐ み

　去る令和4年10月6日にオーストラリアのアデレードで開催されたICID（国際かんがい排水委

員会）理事会において寺谷用水が「世界かんがい施設遺産」に登録されました。誠に名誉な

ことと存じますとともに寺谷用水開祖平野重定公没後400年という大きな節目に、重定公の

墓前に登録の報告ができたことは、感慨も一入です。

　寺谷用水が登録に至った１つ目の理由は、天正16年（1588年）に徳川家康のもと重臣伊

奈忠次の指揮により平野重定が工事に当たられ「民福の基盤は墾田にあり墾田の本義は水

利の完璧を期するにあり」の理念に基づき天正18年（1590年）に用水が完成したという長い歴

史にあります。

　２つ目の理由は、天竜川の氾濫を防ぐために「大囲堤」を造り、これに交差させて埋め込んだ「大圦樋」が治水と利

水を同時に実現した画期的な工法であったことです。

　３つ目の理由は、過去に大雨の度に姿形を変えた暴れ天竜からの取水ができなくなり、幾度となく取水口を上流に

移動した苦労の歴史があることです。

　４つ目の理由は重定公が編成した「井組」という、自主的な維持管理を目的とした組織の存在です。当時の井組

は73ヶ村に及び、用水の引入れや各地域への分水、また施設の修繕などの用水に関係する仕事を当番制で行って

いました。寺谷用水の430年の歴史の中で、大きな水争いがなかったことは何よりの誇りだと思っております。井組は現

在の当土地改良区傘下の19水利組合に互譲の精神のもと脈々と受け継がれております。

　私達は「世界かんがい施設遺産」の名に恥じぬよう、寺谷用水を良好な状態で未来に継承してまいります。

　最後に、この度の登録にあたり御支援、御協力いただいた多くの皆様に深く感謝申し上げ御挨拶といたします。

　寺谷用水が、世界かんがい施設遺産に登録されましたことを心からお慶び申し上げます。

　天竜川の左岸地域に安定した農業用水を供給するため、1590年に造成された延長約12km

の寺谷用水は、水田農業の発展と地域振興に大きく貢献するとともに、現在も約1,500haの農

地を潤し、県民の「食」と「くらし」を支える、まさに「命の水」を供給する重要な農業生産基盤で

あります。

　造成当時、天竜川は暴れ川と呼ばれ、洪水のたびに莫大な堆砂と流路の変更を繰り返し、

安定した取水が困難でした。これを克服するため堤防と交差させて大圦樋を設置することで、取水と農地の開発を同

時に実現したことは、日本のかんがいの進展に大きな影響を与えた革新的な技術であります。また、地域の農業者に

より、農業用水を一元的に管理する「井組」が組織され、400年以上にわたり用水管理が綿々と受け継がれておりま

す。

　今回の登録は、当時の革新的な技術の導入と、地域の皆様による卓越した維持管理が評価されたものであります。

今後も、施設の持続的な保全や、登録を契機とした地域づくりへの活用を通じて、先人たちの偉業であり、かけがえの

ない地域の宝である「寺谷用水」が、未来へ継承されることを期待しております。

　磐田市長（５期２０年 S41～61）、磐田用水土地改良区連合理事長（１０

年 S49～S58）、寺谷用水土地改良区理事長（４期１６年 S59～H12）を歴任

した。

　平成６年(1994)、翁が寺谷用水土地改良区理事長時代に始まった「県営

かんがい排水事業」によって受益の約半分にパイプラインが設置された。この

事業によって田毎に給水栓が付けられ取水が容易になった。

　磐田用水土地改良区連合解散時に翁が揮毫された「留魂碑」の「 」は

「留」の旧字体で、上部のふたつの「口」は寺谷用水と社山疏水の取水口

という意味が込められている。
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