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木
曽
川
文
庫
は
昭
和
62
年
、
木
曽
三

川
治
水
百
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し

て
、
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
年
は
、

オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
レ
ー

ケ
の
指
導
に
よ
る
明
治
改
修
か
ら
数
え

て
百
年
目
。
こ
の
大
規
模
な
工
事
に
よ

り
木
曽
三
川
分
流
は
実
現
し
、
現
代
治

水
事
業
の
礎
石
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
治
水
の
歴
史
は
、
明
治
改

修
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
江
戸
時
代
の
御
囲
堤
築
造
、
薩
摩

藩
士
に
よ
る
宝
暦
治
水
な
ど
、
木
曽
三

川
の
歴
史
は
水
と
の
闘
い
で
あ
り
、
堤

防
・
護
岸
・
水
制
・
樋
管
な
ど
の
治

水
施
設
は
、
先
人
た
ち
の
血
の
に
じ
む

よ
う
な
努
力
の
遺
産
だ
と
言
え
ま
し
ょ

う
。木

曽
川
文
庫
は
こ
う
し
た
木
曽
三
川

に
関
す
る
各
分
野
の
図
書
・
研
究
論
文

の
収
集
保
存
を
図
り
、
先
人
た
ち
の
偉

業
を
顕
彰
し
て
い
ま
す
。
ま
た
木
曽
川

文
庫
敷
地
内
の
小
パ
ナ
マ
運
河
・
船
頭

平
閘
門
は
、
治
水
の
歴
史
を
今
に
伝
え

る
重
要
な
水
門
で
す
。

木
曽
川
文
庫
は
こ
う
し
た
恵
ま
れ
た

環
境
の
も
と
、
今
日
的
な
治
水
の
あ
り

方
を
学
ぶ
場
と
し
て
、
一
般
の
方
々
や

研
究
者
の
皆
様
に
広
く
ご
利
用
頂
い
て

お
り
ま
し
た
が
、
さ
ら
な
る
成
長
を
願

っ
て
こ
の
程
、木
曽
川
文
庫
機
関
紙〝
Ｋ

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
〞
を
創
刊
す
る
運
び
と
な
り

ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
の
川
木
曽
三
川
は
ま
さ
に

治
水
の
歴
史
で
あ
り
、
か
け
が
え
の
な

い
水
資
源
で
す
。〝
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
〞
で

は
木
曽
三
川
の
環
境
づ
く
り
と
未
来
を

テ
ー
マ
に
、
治
水
の
歴
史
や
民
俗
、
景

観
を
紹
介
。
河
川
へ
の
理
解
を
深
め
て

頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

木
曽
川
文
庫
は
昭
和
62
年
、
近
代
治
水
百

周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
明
治
改
修
か
ら
百
年
目
の
こ
の
機
会

に
、
木
曽
三
川
の
恩
恵
と
こ
の
地
域
と
の
関

わ
り
、
治
水
事
業
の
大
切
さ
を
今
一
度
見
つ

め
直
し
、
こ
の
際
よ
く
学
ん
で
み
よ
う
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
記
念
事
業
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、
木
曽
川
文
庫
は
木
曽
三
川

に
関
す
る
様
々
な
図
書
を
初
め
、
治
水
の
恩

人
デ
レ
ー
ゲ
が
残
し
た
明
治
改
修
に
ま
つ
わ

る
資
料
・
設
計
図
を
収
集
。
明
治
改
修
の
シ

ン
ボ
ル
・
船
頭
平
閘
門
地
区
に
開
設
さ
れ
た

の
で
す
。

か
つ
て
木
曽
三
川
は
乱
流
し
、
毎
年
の
よ

う
に
人
々
は
水
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
お
り
ま

し
た
。
西
に
低
い
地
形
と
尾
張
側
の
御
囲
堤

と
で
、
美
濃
側
の
被
害
は
一
層
深
刻
な
も
の

で
し
た
。
こ
の
た
め
、
自
衛
的
な
輪
中
や
水

屋
が
発
達
し
ま
し
た
が
、
災
害
は
軽
滅
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
三
川
分

流
を
目
的
と
し
た
宝
暦
治
水
が
行
な
わ
れ
ま

し
た
が
、
当
時
の
技
術
力
・
財
力
な
ど
の
制

約
に
よ
り
、
完
全
分
離
に
ま
で
は
至
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

そ
し
て
明
治
初
期
、
地
元
の
人
々
の
強
い

要
望
に
よ
っ
て
明
治
改
修
は
行
な
わ
れ
、
木

曽
三
川
分
流
を
実
現
。
治
水
上
大
き
な
効
果

を
生
み
ま
し
た
。
し
か
し
他
方
、
地
域
住
民

の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
用
地
買
収

や
そ
れ
に
伴
う
住
民
・
家
屋
の
移
転
な
ど
が

行
な
わ
れ
ま
し
た
。
現
代
の
治
水
事
業
の
礎

石
を
な
す
木
曽
三
川
分
流
工
事
は
、
こ
う
し

た
地
域
住
民
の
協
力
の
も
と
、
達
成
し
え
た

の
で
す
。

以
後
、
大
正
改
修
や
昭
和
の
改
修
工
事
な

ど
、
治
水
事
業
は
徐
々
に
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し

て
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
木
曽
川
や
揖
斐

川
の
上
流
に
お
け
る
ダ
ム
建
設
や
、
長
良
川

下
流
の
大
規
模
な
浚
渫
工
事
並
び
に
潮
止
堰

と
し
て
の
河
口
堰
の
建
設
が
着
々
と
進
ん
で

い
ま
す
。

そ
の
一
方
、
氾
濫
原
で
あ
る
流
域
の
土
地

利
用
の
変
化
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
以
前
は
そ
の
大
半
が
農
地
で
あ
っ
た
流

域
も
、
社
会
の
高
度
化
に
従
っ
て
住
宅
地
な

ど
に
変
貌
し
た
う
え
、
暮
ら
し
の
水
準
が
上

昇
し
、水
に
弱
い
電
子
部
品
に
取
り
囲
ま
れ
、

そ
れ
ら
に
依
存
し
た
生
活
が
営
ま
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
経
済
社
会
の
発
展
に
見
合
っ

た
河
川
整
備
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
、
我
が

国
に
匹
敵
す
る
欧
米
諸
国
に
比
べ
ま
す
と
、

い
た
っ
て
低
レ
ベ
ル
な
の
が
実
情
で
す
。

従
っ
て
、
豊
か
さ
を
実
感
し
う
る
社
会
を

築
く
た
め
に
は
、
迫
り
来
る
高
齢
化
社
会
以

前
の
活
力
あ
る
こ
の
時
期
に
、
国
土
の
基
盤

と
し
て
、
治
水
施
設
の
整
備
を
着
実
に
図
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

時
と
し
て
氾
濫
し
、
洪
水
を
巻
き
起
こ
す

河
川
も
、
生
活
を
支
え
る
か
け
が
え
の
な
い

水
資
源
で
あ
り
、
こ
う
し
た
水
資
源
の
開
発

も
含
め
、
ま
た
、
自
然
豊
か
な
る
ふ
る
さ
と

の
川
木
曽
三
川
を
さ
ら
に
未
来
へ
つ
な
げ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

木
曽
川
文
庫
は
治
水
の
歴
史
を
収
集
し
、

先
人
の
偉
業
を
た
た
え
る
と
と
も
に
、
今
日

的
な
治
水
の
あ
り
方
を
学
ぶ
場
と
し
て
、
広

く
皆
様
に
ご
利
用
頂
い
て
参
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
も
っ
と
多
く
の
人
々
に
、
河
川
の
素

晴
ら
し
さ
を
知
っ
て
頂
き
た
い
。
も
っ
と
多

く
の
方
々
に
、
治
水
の
人
切
さ
を
ご
理
解
頂

き
た
い
。
そ
こ
で
こ
の
程
、
木
曽
川
文
庫
機

関
紙
〝
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
〞
を
創
刊
し
、
広
く
各

方
面
に
情
報
発
信
を
行
な
う
と
と
も
に
、
お

子
様
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
様
々
な
方
が
集

い
、
や
す
ら
ぐ
資
料
館
と
し
て
、
育
て
て
い

き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
、〝
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
〞
の
ご
愛
読

を
願
う
と
と
も
に
、
木
曽
川
文
庫
へ
の
ご
支

援
・
ご
協
力
の
ほ
ど
、
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
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G R OVA L V I E W P O I N T
水
鳥
が
遊
び
、
ま
ぶ
し
い
陽
ざ
し
が
川
面
を
彩
る
木
曽
三
川
。

こ
の
恵
ま
れ
た
自
然
の
宝
庫
に
は
、

明
る
い
笑
顔
と
笑
い
声
が
満
ち
あ
ふ
れ
、

四
季
折
々
の
情
緒
が
景
色
を
染
め
る
。

深
く
、
厳
し
い
自
然
の
摂
理
と
と
も
に
…
。

木
曽
川
文
庫
は
、〝
木
曽
三
川
の
文
献
の
殿
堂
〞
を
テ
ー
マ
に
昭
和
62
年
オ
ー
プ
ン
。

も
っ
と
広
く
、
も
っ
と
深
く
、
心
の
中
へ
…
。

そ
し
て
今
、
近
代
治
水
第
二
世
紀
に
向
か
っ
て
、

木
曽
川
文
庫
は
機
関
誌
〝
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
〞
を
創
刊
。

新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
輪
と
育
て
、

河
川
を
未
来
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
。

愛
さ
れ
る
木
曽
三
川
の
明
日
を
願
っ
て
。

治
水
事
業
の
情
報
発
信
基
地

木
曽
川
文
庫

収蔵物の概要

濃尾平野特有の洪水制御や低地に暮らす
人々の生活様式等の歴史を知るため、輪
中・宝暦治水・明治改修等を重点的に、
収蔵図書の拡充を図っています。

１）県・市・村史・郷土史・藩政史・要
　　覧等
２）治水・利水史・災害史・利水組合史
　　・電力史・工事（災害復旧）誌・研
　　究論文等
３）流域の自然・地理・文化・社会等
４）一般書籍（小説・演劇・広報パンフ
　　等）
５）オランダ人技師団及びデレーケに関
　　する文献
６）写真・ネガの整理保存（伊勢湾台風
　　・木曽三川の自然）
７）木曽三川に係わる映画・ビデオ

●
発
刊
に
あ
た
っ
て

建
設
省
中
部
地
方
建
設
局

木
曽
川
下
流
工
事
事
務
所

所
長　

川
見
豊
武

今年は第8次治水事業5箇年策定の年です
第 8次治水事業 5箇年計画の基本方針

１）安全な社会基盤の形成
２）水と緑豊かな生活環境の創造
３）超過洪水・異常渇水等に備える危機管理施設の展開
これらを推し進める第８次５箇年計画での所要領（20兆円）の確保にご支援を
お願いします。

注）☆は、日本の大河川の計画整備目標に対する現在の整備水準である。

ミシシッピー川
デムーズ川

セーヌ川

2000 年　　現状

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）
●当面の整備目標に対する大河川整備率（30～40年に一回の降雨量に対応）

欧米

日本
木曽・長良背割堤ケレップ水制
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【木曽・長良川背割堤】
木曽三川分流碑から船頭平閘門まで約12㎞の背割堤は桜や松並木が
続き、サイクリングやハイキングなどには絶好の場所。両岸に広く見
られるヤナギ林や、水辺の様々な湿性水生植物、カモ・サギ類を中心
とした多くの野鳥が棲息し、まさに自然の宝庫です。この素晴らしい
景観はバードウォッチングにも最適です。また春から秋にかけて、マ
リンスポーツの花が咲き、カヌーイストたちも集います。恵まれた自
然と人が溶けあう瞬間一それが背割堤の姿です。

川
の
セ
レ
ナ
ー
デ
が
聞
こ
え
る
。

鳥
の
さ
え
ず
り
が
景
色
を
染
め
る
。

春
に
は
あ
た
り
一
面
に
花
が
咲
き
乱
れ
、

夏
に
は
ま
ぶ
し
い
太
陽
の
光
を
浴
び
て
、

秋
に
は
、
紅
葉
が
川
面
を
彩
る
。

そ
し
て
冬
、
冬
景
色
が
日
本
の
情
緒
を
告
げ
る
…
。

自
然
の
香
り
が
漂
う
木
曽
川
文
庫
周
辺
は
、
抜
群
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。

治
水
の
歴
史
を
刻
む
名
跡
や
、

恋
人
や
家
族
が
集
う
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク
な
ど
、

自
然
と
人
と
、
歴
史
が
織
り
な
す
ハ
ー
モ
ニ
ー
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ド
ラ
マ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
美
を
咲
か
せ
て
、

豊
か
な
実
り
を
、
そ
し
て
や
す
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
。

【治水神社・千本松原】
宝暦治水は薩摩藩平田靭負（ゆきえ）を総奉行に、実施されました。し
かし慣れぬ他郷での治水工事は想像以上に厳しく、多くの犠牲を払い、
大変な土木工事となりました。平田靭負はその責任を負い、自刃。治
水神社はその平田靭負を祭神として、昭和13年に油島締切堤に建立
されたものです。また、樹齢二百年を越える千本松原は、薩摩藩士が
治水工事の完成を記念して、油島締切堤の上に「日向松」の苗を植樹し
たものだと伝えられています。堤防上に見事な景観をなす千本松原も、
今では人々の憩いの場として親しまれています。

【国営木曽三川公園中央水郷地区センター】
愛知県・岐阜県・三重県にまたがる国営木曽三川公園は、日本で一番
大きな国営公園で、中央水郷地区センターはその玄関口となるところ
です。治水記念館や展望タワーを中心に、治水の森・水屋など、木曽
三川の歴史も楽しく学べ、わんぱく広場やピクニック広場など、その
広大なスペースには、さまざまなレクリエーション施設がレイアウト
されています。また、水と緑の館には、木曽三川の自然や人と水の関
わりが展示され、まさに水と緑のアミューズメントパーク。憩いのひ
とときを演出しています。

【船頭平閘門】
明治改修の木曽三川分流工事により、木曽川と桑名を結ぶ船路は閉鎖
され、困難が予想されました。昔から、物資の輸送は船によるものが
多かったからです。そこで、明治政府は木曽・長良の両川を連絡する
閘門の建設を決定し、現在の船頭平地内に閘門が完成しました。閘門
の規模は、船なら一時に十隻、筏なら五枚を収容でき、明治35年の
竣工から大正前期まで、年問約三万隻の船や筏が通閘していました。
しかし昭和８年の尾張大橋、同９年の伊勢大橋の完成により交通量は
減少し、現在ではむしろ桜の名所として親しまれています。

【長島町・輪中の郷・ふるさとセンター】
木曽・揖斐・長良に囲まれた長島町は、海抜０ⅿ以下のところが多く、
デルタ地域の沖積地に一輪中を形成しています。“輪中の郷” では、長
島町特有の輪中をテーマに、郷土の歴史、文化、産業を紹介するとと
もに、失われつつある貴重な生活様式や生活技術を保存・伝承してい
ます。また、映像ホールでは100インチの大画面ビデオプロジェクター
を設置し、長島一向一揆を題材にしたオリジナルビデオを随時上映。
当時の人々の悲しくも、力強い生きざまは、人々に深い感銘を与えて
います。

せ
せ
ら
ぎ
と
さ
え
ず
り
の

ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク

R I V E R
WA T C H I N G
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現
代
社
会
は
映
像
文
化
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル
文
化
全
盛
期
。
そ
う
し
た
趨
勢

の
中
で
、
木
曽
川
文
庫
・
機
関
誌
の
創
刊
は
、
非
常
に
有
意
義
で
す
ね
。

治
水
事
業
の
大
切
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
重
要
な
媒
体
で
す
。

私
ど
も
輪
中
に
暮
ら
す
も
の
に
と
っ
て
、
水
防
と
は
生
活
を
守
る
必
須

条
件
で
し
た
。
水
害
に
苦
し
み
、
洪
水
と
の
戦
い
が
、
そ
の
対
策
と
し
て

輪
中
を
作
り
出
し
、
独
特
の
文
化
を
築
き
上
げ
て
き
た
の
で
す
。
水
と
の

闘
い
│
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
水
屋
・
上
げ
舟
・
上
げ
仏
壇
・
助
命
壇
・

堀
田
・
伏
越
な
ど
、
実
に
見
事
な
暮
ら
し
の
知
恵
を
形
成
し
て
き
た
の
で

す
。
人
間
の
歴
史
は
、
ま
さ
に
自
然
の
も
た
ら
す
破
壊
と
創
造
の
繰
り
返

し
。
で
す
か
ら
私
た
ち
人
間
は
、
自
然
へ
の
畏
怖
の
念
を
持
ち
続
け
、
自

衛
力
を
持
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
災
害
か
ら
身
を
守
る
意
識
こ
そ
、
暮
ら

し
の
知
恵
を
作
り
出
し
て
い
く
の
で
す
。
ま
た
一
方
、
水
は
暮
ら
し
を
支

え
る
大
切
な
資
源
。
し
か
し
こ
の
資
源
も
無
限
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
有
限

だ
か
ら
こ
そ
、
命
を
養
う
水
│
即
ち
養
水
の
思
想
を
育
て
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
昔
に
学
ぶ
こ
と
が
必
要
で
す
ね
。
治
水
の
恩
人

デ
レ
ー
ケ
は
、
我
が
家
と
も
深
い
ゆ
か
り
が
あ
り
ま
す
。
明
治
時
代
・
祖

先
の
方
野
万
右
衛
門
が
、
こ
の
地
を
訪
れ
た
デ
レ
ー
ケ
を
案
内
し
て
い
る

の
で
す
。
ま
た
、
万
右
衛
門
は
治
水
共
同
社
を
創
設
し
、
初
代
取
締
役
に

就
任
。
治
水
事
業
へ
の
情
熱
を
燃
や
し
ま
し
た
。
輪
中
で
暮
ら
す
方
野
家

は
治
水
事
業
へ
の
意
識
は
高
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

妻
や
妹
を
病
気
で
亡
く
し
て
も
、
日
本
の
治
水
事
業
に
情
熱
を
燃
や
し

た
デ
レ
ー
ケ
の
功
績
に
は
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
現
代
に

生
き
る
人
間
は
、
こ
う
し
た
過
去
の
偉
業
に
学
び
、
現
在
か
ら
未
来
へ
繋

げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
木
曽
川
文
庫
は
そ
う
し
た
意
味
か
ら

も
学
習
的
な
セ
ン
タ
ー
と
し
て
育
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
治
水
の
活
動
、

歴
史
、
民
俗
の
総
合
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
治
水
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

オ
ラ
ン
ダ
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
レ
ー
ケ
の
指
導
に
よ
る
明
治
改
修
は
、
明
治

20
年
か
ら
45
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
の
で
す
が
、
明
治
32
年
に
は
宿
願
の
三

川
分
流
工
事
が
完
成
し
、
同
年
４
月
に
当
時
の
首
相
山
県
有
朋
ら
多
数
が

出
席
し
て
、
三
川
分
流
成
功
式
が
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
明
治
改

修
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
木
曽
川
文
庫
は
設
立
さ
れ
た
の
で
す
が
、
河

川
事
業
に
と
っ
て
、
治
水
史
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
、
と
て
も
意
義
あ
る
こ

と
で
す
ね
。
設
立
以
前
は
建
設
省
が
保
管
し
て
い
た
デ
レ
ー
ケ
の
直
筆
に
よ

る
設
計
図
な
ど
は
大
変
貴
重
な
物
で
す
し
、
そ
の
足
跡
も
現
代
の
治
水
事

業
に
お
い
て
、
か
け
が
い
の
な
い
も
の
ば
か
り
で
す
。
ま
た
、
木
曽
川
文
庫

が
あ
る
船
頭
平
閘
門
は
小
パ
ナ
マ
運
河
と
し
て
、
産
業
遺
跡
と
し
て
、
重
要

な
存
在
で
す
。も
ち
ろ
ん
そ
の
美
し
い
景
観
も
素
晴
ら
し
い
。こ
の
よ
う
に
、

環
境
的
に
恵
ま
れ
た
立
地
条
件
の
資
料
館
は
、
全
国
で
も
希
で
す
。
今
後

は
行
政
の
方
々
の
ご
理
解
を
頂
き
、
野
外
博
物
館
の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の

木
曽
川
文
庫
に
成
長
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
文
庫

周
辺
の〝
国
営
木
曽
三
川
公
園
・
中
央
水
郷
地
区
セ
ン
タ
ー
・
水
と
緑
の
館

〞や
長
島
町
の〝
輪
中
の
里
・
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
〞な
ど
を
結
ぶ
よ
う
な
、

ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
な
ど
が
企
画
さ
れ
る
と
楽
し
い
で
す
ね
。

木
曽
川
文
庫
は
河
川
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
、
土
木
・
歴
史
・
地
理
・

民
俗
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
べ
き
で
す
。
ま
た
、
お
年
寄

り
か
ら
子
供
ま
で
、
様
々
な
人
々
が
集
え
る
よ
う
な
、
憩
い
の
ス
テ
ー
ジ
で

あ
る
べ
き
で
す
ね
。
そ
し
て
、
デ
レ
ー
ケ
の
偉
業
を
理
解
し
て
い
て
頂
き
た

い
し
、
川
へ
の
思
想
を
育
て
て
頂
き
た
い
。
日
本
人
は
、
も
っ
と
川
の
哲
学

を
養
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
木
曽
川
文
庫
通
信
が
創
刊

さ
れ
た
こ
と
は
、
意
義
深
い
。
治
水
事
業
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と

し
て
、
今
後
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

長
い
鎖
国
の
眠
り
か
ら
さ
め
た
明
治
時
代
は
、

近
代
国
家
を
目
指
し
、
目
覚
ま
し
い
活
動
を
開
始
し
た
。

欧
米
諸
国
の
先
進
技
術
を
取
り
入
れ
、

様
々
な
国
土
開
発
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
た
。

こ
の
時
期
、
新
政
府
は
、
国
土
の
基
盤
で
あ
る
治
水
事
業
も
着
手
。

オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
レ
ー
ケ
の
指
導
に
よ
る
明
治
改
修
は
、

木
曽
三
川
分
流
を
実
現
。

水
害
を
激
減
し
、
こ
の
地
方
に
、
平
穏
と
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
た
。

今
回
、
木
曽
川
文
庫
機
関
紙
を
創
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
、

文
庫
設
立
以
来
、
ご
指
導
、
ご
助
言
を
い
た
だ
い
て
い
る
先
生
方
に
、

デ
レ
ー
ケ
並
び
に
、
木
曽
川
文
庫
機
関
紙
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

過
去
に
学
び
、
現
代
の
治
水
の
あ
り
方
を
考
察
し
、

明
日
の
治
水
事
業
を
語
っ
て
頂
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
木
曽
川
文
庫
機
関
紙
が
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
…
。

学
際
の
メ
ッ
カ
と
し
て
積
極
的
な
活
動
を

過
去
の
偉
業
を
学
び
、
未
来
に
伝
え
よ
う

方
野
記
念
館
館
長

輪
中
文
化
を
育
て
る
会
代
表

方
野
知
二
先
生

花
園
大
学
文
学
部
史
学
科
教
授

伊
藤
安
男
先
生

治
水
事
業
の
輝
か
し
い
未
来
を
願
っ
て

●
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
レ
ー
ケ
の
生
涯

オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
レ
ー
ケ

（1842

〜1913

）は
、
明
治
6
年
9
月
明
治

政
府
の
招
聘
に
よ
っ
て
来
日
、
淀
川
を
は
じ

め
、庄
内
川
・
吉
野
川
・
多
摩
川
な
ど
の
河
川
、

長
崎
港
・
東
京
港
な
ど
の
港
湾
の
事
業
を
指

導
し
ま
し
た
。
そ
の
態
度
は
い
た
っ
て
勤
勉

で
、
日
本
の
河
川
・
港
湾
事
業
の
近
代
化
に

一
生
を
捧
げ
ま
し
た
。
こ
の
デ
レ
ー
ケ
が
明

治
11
年
か
ら
木
曽
川
流
域
に
幾
度
も
足
を
運

び
、
養
老
山
地
な
ど
の
砂
防
工
事
や
河
川
改

修
を
指
導
。
河
道
安
定
の
た
め
の
ケ
レ
ッ
プ

水
制
、
河
口
処
理
の
た
め
の
導
流
堤
、
船
頭

平
閘
門
や
粗
石
堰
堤
な
ど
は
今
も
機
能
し
て

い
ま
す
。
こ
の
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
デ
レ
ー

ケ
は
木
曽
三
川
の
恩
人
。
明
治
36
年
に
帰
国

す
る
ま
で
、彼
は
そ
の
半
生
を
日
本
の
河
川
・

港
湾
事
業
に
捧
げ
、
そ
の
功
績
は
現
代
日
本

の
治
水
事
業
の
礎
石
と
な
っ
て
い
ま
す
。

伊
藤
安
男
（
い
と
う
や
す
お
）

昭
和
4
年
名
古
屋
市
に
生
ま
れ
る
。
立
命
館
大
学
文
学
部
地
理
学
科
卒
業
。
岐
阜
県
立
高
等
学
校
社

会
科
教
員
、
岐
阜
経
済
大
学
講
師
を
経
て
、
現
在
、
花
園
大
学
文
学
部
史
学
科
教
授
。
日
本
地
理
学

会
評
議
員
、
岐
阜
地
理
学
会
会
長
及
び
岐
阜
県
郷
土
資
料
研
究
協
議
会
会
長
。
輪
中
研
究
に
て
岐
阜

県
芸
術
文
化
奨
励
賞
受
賞
。

主
な
る
著
書
『
輪
中
』『
長
良
川
を
あ
る
く
』『
岐
阜
県
地
理
あ
る
き
』
な
ど
。

主
な
る
論
文
「
輪
中
の
災
害
と
治
水
」「
輪
中
の
水
論
」「
蘭
人
技
師
デ
レ
ー
ケ
と
砂
防
」「
明
治
前

期
の
治
水
思
想
」「
木
曽
川
改
修
工
事
と
そ
の
前
史
」
な
ど
。

片
野
知
二
（
か
た
の
と
も
じ
）

昭
和
2
年
岐
阜
県
に
生
ま
れ
る
。
県
立
第
一
工
業
学
校
卒
業
。
岐
阜
師
範
特
設
研
究
科
終
了
後
34
年

間
教
職
に
就
く
。
う
ち
18
年
間
は
障
害
学
級
を
担
当
。
昭
和
45
年
に
は
、
輪
中
民
族
資
料
を
集
め
た

片
野
記
念
館
を
開
設
公
開
す
る
。
現
在
は
神
職
、
県
清
薄
者
相
談
委
員
、
輪
中
文
化
を
育
て
る
会
代

表
を
兼
任
。
片
野
記
念
館
の
運
営
を
始
め
、
地
域
社
会
へ
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

著
書
『
岐
南
町
史
話
』『
ふ
る
さ
と
輪
の
内
』『
輪
中
文
化
会
報
』
1
〜
4
号
な
ど
。

HUMAN  WATCH ING

羽根谷粗石堰堤

木曽川河口導流堤
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●木曽川文庫 利用案内●
中
央
区
水
郷
地
区
セ
ン
タ
ー

国
営
木
曽
三
川
公
園

治
水
神
社

千
本
松
原

船
頭
平
閘
門

木
曽
川
文
庫

建築省木曽川下流工事事務所

木
曽
川

長

良

川

揖

斐

川

多度駅

近
鉄
養
老
線

至亀山 至四日市 至鈴鹿

佐屋駅

五之三駅

長島IC

弥富IC

立田大橋

木曽
川橋

尾張
大橋

揖斐
長良
大橋

東
名
阪
自
動
車
道

JR関
西線

近鉄名
古屋線

桑
名
駅

長島
駅

弥富
駅

Ｎ

桑名東
IC

258

1

155

伊勢大
橋

《開館時間》
午前9時～午後4時30分

《休 館 日》
毎週月曜日・祝祭日・年末年始

《入 館 料》
無料

《交通機関》
国道1号線尾張大橋から車で約10分
名神羽島I.Cから車で約30分
東名阪長島I.Cから車で約10分

《お問い合わせ》
木曽川文庫・船頭平閘門管 理所
〒496愛知県海部郡立田村福原
TEL（0567）24-6233


