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皆
さ
ん
は
、鳥
居
信
平
と
い
う
人
物
を

ご
存
じ
で
す
か
。地
球
科
学
者
で
南
極
越

冬
隊
長
だ
っ
た
、鳥
居
鉄
也
氏
の
父
に
あ

た
り
、今
か
ら
80
年
以
上
も
前
、日
本
の

統
治
時
代
の
台
湾
南
部
に
、先
駆
的
な

地
下
ダ
ム
を
築
い
た
水
利
技
師
で
す
。

　
こ
の
度
、鳥
居
信
平
氏
の
功
績
に
対
し

て
、台
湾
屏へ

い
と
う
け
ん

東
県
の
篤
志
家
か
ら
袋
井
市

に
胸
像
を
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
は
、袋
井
市
出
身
の
偉
大
な
水
利

技
師
・
鳥
居
信
平
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

大
正
３
年
、徳
島
県
で
土
木
技
師
を
し
て

い
た
信
平
は
、当
時
、日
本
の
植
民
地
政
策
の

代
表
的
企
業
だ
っ
た「
台
湾
製
糖
(株)
」の
技
師

と
し
て
台
湾
へ
渡
り
ま
し
た
。

　

台
湾
の
河
川
は
、上
流
と
の
落
差
が
急
な

た
め
、雨
期
に
は
洪
水
が
起
き
や
す
く
、さ

ら
に
、台
風
の
通
り
道
で
、毎
年
の
よ
う
に
、

農
作
物
に
大
き
な
被
害
が
出
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、乾
期
に
は
川
が
干
上
が
る
な
ど
、当
時

の
農
民
は
水
の
確
保
が
で
き
ず
、長
い
間
、苦

し
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、サ
ト
ウ
キ
ビ
の
安
定
供
給
の

た
め
に
、土
地
改
良
や
灌か

ん
が
い漑
と
排
水
シ
ス
テ

ム
の
改
善
を
必
要
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

台
湾
に
渡
っ
た
信
平
は
、す
ぐ
に
水
源
、土

壌
、作
物
の
用
水
量
の
調
査
を
始
め
、イ
ン

ド
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
の
水
利
事
情
を

視
察
。大
正
８
年
か
ら
は
、農
場
開
設
の
た

め
、渓
流
の
こ
う
配
や
伏
流
水
の
状
態
を
克

明
に
調
査
し
、台
湾
南
部
の
屏
東
県
に
あ
る

林り
ん
ぺ
い
け
い

辺
渓
に
地
下
ダ
ム
を
造
る
こ
と
を
決
め

ま
し
た
。

　

地
下
ダ
ム
は
、日
本
で
見
ら
れ
る
、川
の

表
流
水
を
せ
き
止
め
る
ダ
ム
と
は
違
い
、地

下
水
の
流
れ
を
せ
き
止
め
る
構
造
で
、信
平

は
、現
地
の
人
々
の
大
切
な
狩
り
場
や
漁
場

に
配
慮
し
、生
態
系
や
自
然
を
壊
す
こ
と
の

な
い
よ
う
に
設
計
し
ま
し
た
。

　

工
事
は
、大
正
10
年
５
月
か
ら
始
ま
り
、

長
さ
３
２
８
ｍ
の
ダ
ム
を
埋ま
い
せ
つ設
し
ま
し
た
。

ダ
ム
に
集
め
ら
れ
た
伏
流
水
は
、導
水
路
を

通
し
て
送
ら
れ
、支
線
か
ら
、小
支
線
を
通
っ

て
扇
形
の
屏

へ
い
と
う東
平へ
い
げ
ん原
に
行
き
渡
る
よ
う
に
工

夫
し
ま
し
た
。

　

作
業
に
は
、現
地
の
労
働
者
延
べ
14
万
人

以
上
を
要
し
、労
働
者
に
は
、日
給
62
銭
が

支
払
わ
れ
、工
事
が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
現
地

の
人
々
の
生
活
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

ま
た
、彼
ら
に
と
っ
て
こ
の
工
事
は
、近
代
科

学
と
の
最
初
の
出
会
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

大
正
12
年
に
２
，５
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

及
ぶ
農
場
が
完
成
。豊
水
期
は
一
日
約
25
万

ト
ン
、乾
期
で
も
約
７
万
ト
ン
の
農
業
用
水

と
飲
料
水
を
供
給
し
、こ
の
土
地
の
開
拓
事

業
は
、地
域
住
民
の
生
活
向
上
に
大
き
く
貢

献
し
ま
し
た
。

　

当
時
、伏
流
水
を
こ
の
よ
う
に
大
規
模
利

用
し
た
灌
漑
施
設
は
例
が
な
く
、極
め
て
ざ

ん
新
な
試
み
だ
っ
た
た
め
、昭
和
11
年
、農
業

土
木
の
関
係
者
と
し
て
、初
め
て
日
本
農
学

賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

台
湾
南
部
で
は
、今
も
20
万
人
を
越
え
る

人
々
が
こ
の
地
下
ダ
ム
の
恩
恵
を
受
け
て
暮

ら
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
、環
境
問
題
や
水
の
危
機
が
叫
ば
れ

る
な
か
、信
平
が
環
境
に
配
慮
し
て
埋
設
し

た
地
下
ダ
ム
が
改
め
て
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。
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鳥
居
信
平
　

　
台
湾
に
渡
る

地
下
ダ
ム
の
埋
設
と

　
台
湾
の
人
々
の
暮
ら
し

◇鳥居信平（1883〜1946）
明治16年、周智郡山梨村（現在の上山梨）生ま
れ。少年時代を袋井で過ごし、金沢の四高に進
学後、東京帝大（現在の東大）農科大学に入学。
卒業後は農商務省農務局、徳島県技師などを経
て、「台湾製糖（株）」に転職し、地下ダムの埋設
に尽力。

鳥居信平が造った地下ダム（屏
へいとうけん

東県林
りんぺいけい

辺渓）

地下ダムの断面構造

！

袋井市出身の偉大な水利技師　鳥
 と り い  の ぶ へ い

居信平ものがたり


