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木曽川文庫は治水の資料館。
水の大切さや恐ろしさを歴史から学び、
これからの治水を皆様とともに考えていきたいと思っています。
今回は清流と森とダムの里・揖斐郡藤橋村を特集。
渓谷に点在する村の歴史と現状、
現在進行形の事業をクローズアップします。
また宝暦治水第二編では、その工事概要を追跡します。



1

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
記

ふるさとの町・探訪記
 

村
の
概
要
と
地
形

揖
斐
川
渓
谷
の
両
岸
に
点
在
す
る
藤
橋
村
は
、
山

林
面
積
が
九
五
％
を
占
め
る
山
村
。
岐
阜
県
の
北

西
、
揖
斐
郡
の
北
部
に
位
置
し
、
西
に
天
狗
山
な
ど

三
国
山
系
に
属
す
る
高
峰
が
め
ぐ
り
、
南
は
日
坂
峠

を
隔
て
て
久
瀬
村
に
隣
接
、
北
は
福
井
県
と
の
県
境

を
若
丸
山
、
冠
山
な
ど
の
千
二
百
ｍ
を
越
え
る
越
美

山
脈
が
走
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
山
脈
の
中
央
を
ほ
ぼ
北
か
ら
南
へ
揖
斐
川
の

本
流
が
流
れ
、
坂
内
川
を
は
じ
め
、
親
谷
・
尾
蔵
谷
、

矢
中
谷
な
ど
の
支
流
と
と
も
に
、
山
地
の
奥
深
く
を

侵
食
し
、曲
流
す
る
本
流
沿
い
の
狭
い
段
丘
や
崖
錐
、

沖
積
地
に
、
集
落
や
耕
地
が
点
在
し
て
い
ま

す
。揖

斐
川
源
流
部
に
あ
た
り
、
県
下
で
最
も

降
水
量
が
多
い
地
帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
早

く
か
ら
西
横
山
、
東
横
山
の
発
電
所
が
建
設

さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
三
九
年
に
完
成
し
た
多

目
的
の
横
山
ダ
ム
に
よ
り
、
西
横
山
ダ
ム
発

電
所
は
廃
止
さ
れ
、
諸
集
落
は
移
転
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
洪
水
調
節
を
は
じ
め
七
万
kW
の
出

力
を
持
つ
発
電

所
と
農
業
用

水
の
供
給
な

ど
、
ダ
ム
の
果

た
す
役
割
は

大
き
く
、
さ

ら
に
、
徳
山

ダ
ム
と
杉
原
ダ

ム
の
建
設
が
計

画
さ
れ
て
い
ま

す
。

 
太
古
の
揖
斐
谷

揖
斐
谷
の
ル
ー
ツ
は
今
か
ら
お
よ
そ
数
千
年
前
。

東
横
山
下
平
や
東
杉
原
小
曽
根
の
遺
跡
か
ら
、
縄
文

時
代
に
は
既
に
人
が

居
住
し
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
ま
す
。

下
平
、
小
曽
根
の

遺
跡
は
と
も
に
揖
斐

川
河
畔
の
小
段
丘
に

位
置
し
、
南
向
き
で

日
当
た
り
も
よ
く
洪

水
の
危
険
も
な
い
こ

と
か
ら
、
縄
文
人
が

居
住
地
と
し
て
選
ぶ

自
然
条
件
を
備
え
て

い
ま
し
た
。

遺
跡
散
布
地
は
、
標
高
一
九
〇
ｍ
か
ら
二
四
〇
ｍ

に
及
ぶ
緩
斜
地
で
、
揖
斐
川
本
流
寄
り
の
一
帯
。
峡

谷
地
形
の
多
い
藤
橋
村
以
南
に
は
遺
跡
が
極
め
て
少

く
、
ま
た
同
じ
美
濃
山
地
に
比
べ
る
と
遺
跡
の
分
布

密
度
が
少
な
い
こ
と
と
い
う
こ
と
は
、
平
坦
面
や

緩
斜
面
の
極
め
て
乏
し
い
揖
斐
谷
地
域
が
、
狩
猟
や

採
集
を
生
活
手
段
と
し
た
縄
文
人
に
と
っ
て
も
、
決

し
て
好
適
な
居
住
地
に
は
な
り
え
ず
、
縄
文
時
代
に

お
い
て
も
過
疎
地
域
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま

す
。

 

近
代
に
至
る
ま
で
の 

 

支
配
機
構
と
交
通
路

縄
文
時
代
以
降
古
代
ま
で
は
、
現
存
す
る
史
料
も

な
く
そ
の
歴
史
的
な
道
の
り
は
不
明
で
す
が
、
中
世

に
な
る
と
記
録
や
伝
承
が
表
れ
は
じ
め
、
東
横
山
の

中
嶋
氏
、東
杉
原
の
杉
原
氏
、鶴
見
の
宮
川
氏
な
ど
、

豪
族
を
中
心
と
す
る
村
々
が
発
達
し
、
段
丘
や
こ
れ

に
続
く
緩
斜
面
で
農
耕
を
営
む
山
村
が
形
成
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
揖
斐
谷
に
沿
っ
て
つ
く
ら
れ
た
道
路
は
、
紆

余
曲
折
を
繰
り
返
し
、
峠
を
越
え
、
支
流
を
渡
る
な

ど
難
行
の
連
続
で
し
た
。
従
っ
て
平
野
部
と
の
往
来

は
少
な
く
、
か
え
っ
て
分
水
嶺
の
峠
を
越
え
て
近
江

や
越
前
と
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
り
、
越
前
文
化
、
近

江
文
化
、
美
濃
文
化
が
交
錯
し
て
、
言
語
を
は
じ
め

家
屋
の
様
式
に
至
る
ま
で
、
特
有
の
文
化
を
つ
く
り

あ
げ
ま
し
た
。

天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
な
る
と
、
越
前
朝

倉
義
景
が
根
尾
谷
、
徳
山
谷
か
ら
侵
攻
し
て
、
斉
藤

道
三
勢
と
杉
原
あ
た
り
で
戦
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

交
通
路
が
美
濃
越
前
間
の
通
路
と
し
て
、
軍
事
的
に

も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
近
世
以

降
に
は
、
尾
張
藩
付
属
石
河
領
、
旗
本
青
木
知
行
、

大
垣
藩
戸
田
領
と
、
そ
の
支
配
機
構
は
す
べ
て
美
濃

平
野
部
に
属
し
ま
す
が
、
こ
れ
も
越
前
・
近
江
を
連

絡
す
る
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
た
め
、
統
治
上
の
配

慮
が
な
さ
れ
た
も
の
。
支
配
機
構
の
確
立
に
よ
り
、

下
流
と
の
交
流
を
目
的
に
、
両
岸
沿
い
の
道
路
も
整

備
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
旧
道
は
山
道
と
し
て
残
さ
れ

て
い
る
僅
か
な
も
の
を
除
く
と
、
そ
の
面
影
を
と
ど

め
て
い
ま
せ
ん
が
、
道
幅
四
〜
六
尺
で
、
そ
の
多
く

は
峡
谷
壁
の
急
斜
面
を
避
け
現
道
路
よ
り
も
高
い
と

こ
ろ
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
。

 

木
地
師
の
活
躍

森
林
資
源
が
豊
富
な
揖
斐
谷
に
は
、
主
と
し
て
栃

を
原
木
と
し
て
素
木
加
工
の
膳
・
椀
を
細
工
す
る
木

地
師
が
、
中
世
以
降
入
山
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。「
大
垣
藩
座
右
秘
鑑
」
に
よ
れ
ば
、
延
宝

九
年
（
一
六
八
一
）
に
木
地
挽
九
郎
左
衛
門
を
は
じ

め
七
名
の
木
地
師
が
、
揖
斐
谷
に
い
た
と
記
載
し
て

い
ま
す
。
ま
た
東
横
山
の
中
嶋
氏
の
先
祖
は
小
倉
荘

義
英
で
、
木
地
師
の
始
祖
惟
喬
親
王
よ
り
木
地
挽
き

の
免
許
を
授
け
ら
れ
て
東
横
山
村
の
北
東
に
あ
る
権

現
山
に
住
み
、
久
し
く
木
地
師
を
営
み
、
そ
の
居
住

地
に
は
富
士
並
権
現
社
を
祀
っ
て
い
た
と
あ
り
、
そ

の
神
社
跡
は
今
も
山
深
い
と
こ
ろ
に
残
さ
れ
て
い
ま

す
。数

年
か
ら
二
〇
年
を
越
す
稼
業
期
間
中
彼
ら
が
歩

き
続
け
た
山
道
は
、
後
世
ま
で
村
民
も
利
用
し
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
も
木
地
師
た
ち
は

山
地
開
拓
者
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

 

山
林
制
度
と
段
木
の
流
送

江
戸
時
代
に
入
り
幕
藩
体
制
が
整
備
さ
れ
る
と
、

山
は
百
姓
持
林
（
居
林
と
も
よ
ば
れ
、
個
人
有
の
山

と
、
共
有
林
と
み
ら
れ
る
参
曾
山
に
区
分
さ
れ
て
い

る
）
と
藩
有
林
に
大
き
く
分
け
ら
れ
ま
し
た
。

森
林
が
大
部
分
を
締
め
る
揖
斐
谷
で
は
、
個
人
所

有
の
居
林
は
少
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
共
有
林
。
こ

の
百
姓
持
林
は
薪
の
採
取
や
屋
根
葺
き
に
使
わ
れ
る

茅
採
取
地
の
刈
場
や
草
地
で
し
た
。
一
部
の
個
人
所
有

の
山
で
は
、
樹
木
の
無
断
伐
採
は
一
切
を
禁
止
さ
れ
、

代
官
御
役
所
へ
願
い
出
て
許
可
を
受
け
る
だ
け
で
は
な

く
、
冥
加
金
納
入
の
必
要
が
あ
り
、
乱
伐
に
よ
る
林

野
の
荒
廃
を
厳
し
く
規
制
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
各
領
主
が
所
有
す
る
御
林
山
で
は
、
御
林
山

締
ま
り
役
か
ら
炭
山
へ
の
払
下
が
あ
り
ま
し
た
。
生

産
性
が
極
め
て
低
い
こ
の
地
域
で
は
、
炭
焼
き
の
際

に
納
入
さ
れ
る
領
主
へ
の
運
上
金
は
大
き
な
魅
力
。

御
林
山
締
ま
り
役
の
政
策
も
あ
り
、
炭
焼
き
が
順
次

盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

一
方
段
木
刈
り
も
多
額
の
運
上
金
を
生
み
出
す
大

切
な
資
源
。
揖
斐
谷
の
山
林
で
伐
採
さ
れ
た
用
材
や

薪
用
の
木
材
は
筏
に
組
ん
で
揖
斐
川
を
流
送
し
、
段

木
と
称
し
て
管
流
し
で
下
流
へ
流
送
、
物
資
輸
送
に

従
事
す
る
歩
荷
や
取
引
商
人
が
往
来
し
、
商
業
も
次

第
に
栄
え
て
い
き
ま
し
た
。

 

藤
橋
村
の
誕
生

明
治
維
新
の
廃
藩
置
県
が
実
施
さ
れ
る
と
美
濃
国

一
円
は
岐
阜
県
と
し
て
統
一
さ
れ
、
こ
の
地
域
は
明

治
三
〇
年
、
久
瀬
村
に
一
括
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後

大
正
十
一
年
に
は
分
村
し
、
藤
橋
村
が
誕
生
し
ま
し

た
。
分
村
に
よ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
そ
の
後
順

調
な
経
過
を
た
ど
り
ま
し
た
が
、
新
村
名
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
提
案
が
あ
り
最
後
ま
で
紛
糾
、
当

時
の
村
長
は
や
む
な
く
「
藤
橋
村
」
と
命
名
。
以
後

揖
斐
谷
に
お
い
て
は
、
電
源
開
発
が
度
々
行
わ
れ
、

そ
の
都
度
工
事
人
員
の
流
入
に
よ
る
人
口
の
急
増

と
水
没
に
よ
る
急
減
が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。
特
に

昭
和
三
九
年
に
竣
工
し
た
横
山
ダ
ム
に
よ
り
川
尻
、

親
、
鬼き

び
ゆ
う

姫
生
の
集
落
が
湖
底
に
姿
を
消
し
、
今
ま
た

徳
山
ダ
ム
、
杉
原
ダ
ム
計
画
よ
っ
て
東
杉
原
、
鶴
見

の
二
つ
の
集
落
が
集
団
移
転
を
し
、
昭
和
六
二
年
四

月
に
は
徳
山
村
を
藤
橋
村
に
編
入
し
て
い
ま
す
。

過
疎
化
が
進
む
新
村
の
前
途
は
決
し
て
楽
観
を
許

さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
反
面
ダ
ム
湖
を
利
用
し

た
観
光
開
発
が
盛
ん
に
な
り
、
周
辺
一
帯
を
観
光
地

と
す
る
計
画
も
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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清
流
と
森
と
ダ
ム
の
里
・
藤
橋
村

揖
斐
川
の
渓
谷
に
沿
っ
て
点
在
す
る
歴
史
あ
る
家
並
み
。

谷
川
に
踊
る
銀
色
の
せ
せ
ら
ぎ
。

か
っ
て
炭
焼
き
の
煙
り
た
な
び
く
山
村
は
、

碧
色
の
水
面
を
み
せ
る
ダ
ム
の
村
と
し
て
再
生
。

「
水
と
み
ど
り
に
恵
ま
れ
た
真
心
の
か
よ
い
あ
う

住
み
甲
斐
の
あ
る
村
」を
め
ざ
し
て
、

村
の
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

藤
橋
村・ 

満
州
開
拓
者
の
手
記

昭
和
十
四
年
、
政
府
の
富
国
政
策
に
基
づ
き
満

州
開
拓
団
が
募
集
さ
れ
、
藤
橋
村
か
ら
も
六
家
族

が
満
州
に
移
住
。
私
た
ち
は
「
第
八
次
開
拓
団
・

北
安
省
慶
城
県
華
陽
開
拓
団
」
に
加
え
ら
れ
、
現

地
で
は
、二
〇
町
歩
の
土
地
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
外
地
の
こ
と
ゆ
え
、
男
子
は
匪
賊
討
伐

に
参
加
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
び
に
負
傷
者
や

死
者
も
出
ま
し
た
。
考
え
る
と
、
開
拓
団
と
い
っ

て
も
て
い
の
よ
い
北
方
警
備
隊
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
厳
し
い
状
況
の
中
で
、
私
た
ち
は
建

設
と
増
産
に
励
み
、
上
司
か
ら
厳
し
い
供
出
割
当

命
令
に
答
え
よ
う
と
、
お
国
の
た
め
に
一
生
懸
命

努
力
し
ま
し
た
。
そ
の
苦
し
さ
に
耐
え
か
ね
て
内

地
に
帰
る
家
族
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
が
、
六
年

も
過
ぎ
た
頃
、
米
・
大
豆
・
小
豆
な
ど
が
順
調
に

採
取
で
き
、
特
に
西
瓜
・
南
瓜
な
ど
は
実
に
見
事

な
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
戦
争
の
火
の
手
は
ま

す
ま
す
激
し
く
な
る
ば
か
り
。
入
植
者
へ
も
召
集

令
状
か
来
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
二
〇
年
八
月
、

つ
い
に
ソ
連
と
の
戦
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た

不
安
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
う
ち
に
、
退
避
命
令

が
く
だ
さ
れ
、
疎
開
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

終
戦
を
迎
え
一
旦
は
入
植
地
へ
戻
り
ま
し
た

か
、
今
度
は
暴
動
と
い
う
火
の
手
が
襲
い
か
か
り

ま
し
た
。
私
た
ち
は
収
穫
を
目
前
に
し
た
作
物
や

家
財
道
具
を
一
切
捨
て
て
、
最
寄
り
の
駅
へ
向
か
い

ま
し
た
が
、
駅
で
は
男
は
丸
裸
、
女
、
子
供
は
上

衣
を
は
ぎ
取
ら
れ
、
す
べ
て
の
品
物
を
奪
わ
れ
る

始
末
。
弱
い
人
は
次
々
と
亡
く
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
そ
ん
な
中
で
も
、
ソ
連
の
兵
隊
が
ボ
ロ
の
衣

服
を
集
め
て
配
給
し
て
く
れ
、
大
き
な
黒
パ
ン
を

与
え
て
く
れ
た
そ
の
う
れ
し
さ
は
、
今
な
お
忘
れ
る

こ
と
か
で
き
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
抑
留
生
活
を
経
た
昭
和
二
一
年
の
こ

と
、
や
っ
と
内
地
引
揚
げ
が
許
さ
れ
、
二
〇
日
余

り
の
船
旅
を
経
て
、
待
ち
望
ん
だ
懐
か
し
い
故
郷

の
土
を
踏
む
こ
と
か
で
き
ま
し
た
。
敗
戦
後
の
藤

橋
で
の
暮
ら
し
は
惨
憺
た
る
も
の
で
し
た
か
、
引

揚
げ
の
苦
労
か
ら
見
れ
ば
微
々
た
る
も
の
。
し
か

し
そ
の
忍
耐
も
今
と
な
れ
ば
、
金
銭
で
は
買
う
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
苦
し
か
っ
た
渡
満
の
生
活
、
日
本
国
の

防
壁
と
な
っ
た
開
拓
者
、
犠
牲
と
な
っ
た
同
胞
の

み
な
さ
ん
、
生
き
て
帰
れ
た
私
は
幸
せ
で
あ
っ
た

と
喜
ぶ
と
と
も
に
、
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
い

た
し
ま
す
。満州

開
拓
団
引
揚
記
録　
中
川
か
た
の
談

藤
橋
村
村
史
よ
り

藤橋村横山地区空撮

東横山発電所杉原第2沈砂地

寛政七年東横山絵図

木地膳と碗

分村最後の久瀬村役場
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中
空
重
力
構
造
の
横
山
ダ
ム

揖
斐
川
は
、
木
曽
三
川
の
中
で
も
最
も
降
水
量
の

多
い
河
川
で
す
。
年
平
均
の
降
水
量
は
、
日
本
の
平

均
、
一
、七
五
〇
㎜
を
遙
か
に
凌
ぐ
三
、一
〇
〇
㎜
（
横

山
ダ
ム
地
点
）
に
も
及
び
ま
す
。
豊
富
な
水
量
は
流

域
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
一
方
、
洪
水
に
よ
っ
て

幾
度
と
な
く
災
害
を
も
た
ら
し
て
き
ま
し
た
。
中
で

も
昭
和
三
四
年
に
襲
来
し
た
伊
勢
湾
台
風
に
よ
る
惨

状
は
、
目
を
覆
う
ば
か
り
の
も
の
。
ダ
ム
に
よ
る
洪
水

調
節
の
必
要
性
は
切
迫
し
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
洪
水
か
ら
貴
重
な
生
命
、
財
産
を
守
り
、

豊
富
な
水
を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
、
建
設
省
は
昭

和
三
四
年
か
ら
ダ
ム
の
工
事
に
着
手
し
、
昭
和
三
九

年
に
は
揖
斐
川
の
河
口
か
ら
約
八
○
㎞
の
地
点
に
横

山
ダ
ム
が
完
成
し
ま
し
た
。

横
山
ダ
ム
の
特
長
は
、
世
界
で
も
大
変
珍
し
い
中

空
重
力
構
造
で
す
。
中
空
重
力
と
は
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム
の
中
に
空
間
を
つ
く
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な

ど
の
材
料
を
節
約
す
る
構
造
で
す
。

昭
和
五
〇
年
八
月
に
襲
来
し
た
台
風
八
号
は
、

揖
斐
川
流
域
で
昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
を
上
回

る
豪
雨
で
し
た
。

横
山
ダ
ム
は
、
治

水
機
能
を
発
揮

し
、
洪
水
に
よ
る

被
害
を
軽
減
さ
せ

て
い
ま
す
。
治
水

と
と
と
も
に
、
農

業
用
水
と
し
て

西
濃
地
方
の
田
園

に
送
ら
れ
、
農
作

物
の
成
長
に
合
わ

せ
使
わ
れ
る
と
と

も
に
、
最
大
毎
秒

一
二
九
㎥
の
水
に

よ
り
最
大
七
万
kW

（
二
万
四
千
世
帯

の
使
用
電
気
量
）

の
発
電
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
再
開
発
に
挑
む
横
山
ダ
ム

ダ
ム
を
計
画
す
る
と
き
は
、
出
水
な
ど
に
伴
い
、

集
水
区
域
か
ら
水
と
一
緒
に
流
れ
込
む
土
砂
の
堆
砂

を
想
定
し
、
ダ
ム
機
能
に
支
障
が
な
い
よ
う
容
量
を

確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

横
山
ダ
ム
は
、
近
年
の
度
重
な
る
出
水
な
ど
に
よ

り
堆
砂
が
著
し
く
進
み
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
ダ

ム
機
能
に
支
障
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
り
、
建
設
省
横

山
ダ
ム
工
事
事
務
所
に
よ
り
再
開
発
事
業
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
再
開
発
事
業
は
、
堆
積
土
砂
を
浚
渫

船
で
湖
底
か
ら
直

接
掘
削
す
る
こ
と

と
、
新
た
に
ダ

ム
湖
の
直
上
流
に

排
砂
堤
を
造
り
、

土
砂
を
排
砂
ト
ン

ネ
ル
に
よ
り
下
流

に
流
す
こ
と
に

よ
り
、
堆
砂
の
軽

減
を
図
る
も
の
で

す
。こ

れ
ら
に
よ

り
、
従
前
の
ダ
ム

機
能
の
回
復
と
、

新
た
な
洪
水
調
節

と
水
道
用
水
の
供

給
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

　
徳
山
ダ
ム
の
計
画

揖
斐
川
総
合
開
発
の
た
め
に
、
岐
阜
県
に
よ
っ
て
調

査
が
始
め
ら
れ
た
横
山
・
開
田
貯
水
池
計
画
は
昭
和

二
八
年
に
は
、
横
山
ダ
ム
・
徳
山
ダ
ム
と
名
称
を
変
更

し
て
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

同
時
に
調
査
が
始
ま
っ
た
ダ
ム
計
画
で
し
た
が
、
横

山
ダ
ム
が
先
行
す
る
形
で
進
み
、徳
山
ダ
ム
の
調
査
は
、

昭
和
三
二
年
か
ら
電
源
開
発
株
式
会
社
に
よ
り
始
め

ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
三
〇
年
代
の
相
次
ぐ
大
洪
水
の
た

め
、
昭
和
四
一
年
度
か
ら
建
設
省
が
調
査
を
開
始
。
昭

和
四
六
年
度
に
は
国
の
直
轄
事
業
と
し
て
実
施
計
画
調

査
に
着
手
し
ま
し
た
。

そ
し
て
昭
和
四
八
年
三
月
、
木
曽
川
水
系
の
水
資
源

開
発
基
本
計
画
の
変
更
に
よ
り
、
昭
和
四
八
年
度
か
ら

水
資
源
開
発
公
団
が
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
、

現
在
徳
山
ダ
ム
建
設
所
が
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
徳
山
ダ
ム
の
事
業
目
的

徳
山
ダ
ム
は
揖
斐
川
上
流
の
岐
阜
県
揖
斐
郡
藤
橋

村
に
建
設
す
る
多
目
的
ダ
ム
。

◎
洪
水
調
節

ダ
ム
地
点
の
計
画
高
水
流
量
毎
秒
一
、九
二
〇
㎥

の
う
ち
、毎
秒
一
、七
二
〇
㎥
の
洪
水
調
節
を
行
う
。

◎
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持

揖
斐
川
の
既
得
用
水
の
補
給
な
ど
、
流
水
の
正
常

な
機
能
の
維
持
と
増
進
を
図
る
。

◎
利
水

都
市
用
水
（
毎
秒
最
大
一
五
㎥
）
を
供
給
す
る
。

◎
水
力
発
電

ダ
ム
建
設
と
合
わ
せ
て
、
徳
山
発
電
所
と
杉
原
発

電
所
が
建
設
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
最
大
出
力
四
〇
万
kW

（
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
と
二
万
四
千
kW
の
発
電
を
行
う
。

　
ダ
ム
の
規
模
と
構
造

ダ
ム
の
型
式
は
ロ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ダ
ム
で
、
貯
水
量

は
わ
が
国
第
一
位
、
堤
高
は
第
三
位
の
大
ダ
ム
。

徳
山
ダ
ム
は
ダ
ム
サ
イ

ト
付
近
か
ら
採
取
さ
れ

る
ロ
ッ
ク
（
岩
石
）
を
主

材
料
と
し
て
外
部
に
盛
立

て
、
コ
ア
（
遮
水
性
の
高

い
土
）
と
コ
ア
を
保
護

す
る
た
め
の
フ
ィ
ル
タ
ー

（
砂
礫
材
）
を
内
部
に
盛

立
て
て
築
造
す
る
ロ
ッ
ク

フ
ィ
ル
ダ
ム
。

●
ダ
ム

　

型
式

　

中
央
土
質
し
ゃ
水
壁
型

　

ロ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ダ
ム

　

高
さ

　

一
六
一
ⅿ

　

堤
頂
長

　

約
四
四
〇
ⅿ

　

堤
体
積

　

約
一
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
㎥

●
貯
水
池

　

集
水
面
積

　

二
五
四
．
五
㎢

　

湛
水
面
積

　

十
三
．
〇
㎡

　

総
貯
水
容
量

　

六
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
㎥

　

有
効
貯
水
容
量

　

三
五
一
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
㎥

　
計
画
の
現
況

徳
山
ダ
ム
の
建
設
に
と
も
な
い
、
徳
山
村
の
全
住

民
は
村
外
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
集
団

移
転
地
と
し
て
五
地
区
を
計
画
し
宅
地
造
成
を
行
な

い
ま
し
た
。
ま
た
、
ダ
ム
建
設
工
事
に
使
わ
れ
る
大

型
重
機
（
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
や
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
等
）

を
搬
入
す
る
た
め
、
国
道
や
県
道
の
改
良
工
事
を
行

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ダ
ム
サ
イ
ト
上
流
の
水
没
す

る
国
道
等
の
付
替
工
事
を
行
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。

4

ダム名順位

総貯水容量

1 徳　山 揖斐川 岐阜 ロック 建設中 水公団660,000

2 奥只見 只見川 福島 重力 完　成 電源開発601,000

3 田子倉 只見川 福島 重力 完　成 電源開発494,000

4 御母衣 大白川 岐阜 ロック 完　成 電源開発370,000

5 九頭竜 九頭竜川 福井 ロック 完　成 電源開発353,000

河川名 県名 形　式 事業者名総貯水量
（千m3）

完成・
建設中

ダム名順位

堤　高

1 黒　部 黒部川 富山 アーチ 完　成 関西電力186

2 高　瀬 高瀬川 長野 ロック 完　成 東京電力176

3 徳　山 揖斐川 岐阜 ロック 建設中 水公団161

4 奈良俣 楢俣川 群馬 ロック 完　成 水公団158

5 奥只見 只見川 福島 重力 完　成 電源開発157

河川名 県名 形　式 堤高（m） 事業者名完成・
建設中

冠か
ん
む
り

山や

ま

よ
り
伊
勢
湾
に
注
ぐ
一
二
一
㎞

木
曽
三
川
の
最
も
西
に
位
置
す
る
揖
斐
川
は
、

そ
の
源
を
岐
阜
県
と
福
井
県
の
県
境
の
冠
山
に
発
し
、

根
尾
川（
旧
称
・
藪
川
）牧
田
川
な
ど
を
合
わ
せ
て
濃
尾
平
野
を
南
流
。

桑
名
市
に
て
長
良
川
を
合
流
し
た
後
、伊
勢
湾
へ
注
い
で
い
ま
す
。

そ
の
延
長
は
、一
二
一
㎞
、豊
富
な
水
量
は
流
域
の
発
展
に
寄
与
す
る
一
方
で
、

大
出
水
時
に
は
、生
命
や
財
産
を
脅
か
し
て
き
ま
し
た
。

山
間
部
で
は
洪
水
対
策
等
と
し
て
、ダ
ム
建
設
や
砂
防
事
業
が
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
。

揖
斐
川
流
域
の
標
高
七
〇
〇
ⅿ
〜
一
、五
〇
〇
ⅿ

に
は
、
三
ヵ
所
「
徳
山
白
谷
」「
根
尾
白
谷
」「
ナ

ン
ノ
谷
」
の
大
規
模
崩
壊
地
か
あ
り
、
い
ず
れ
も

大
規
模
な
崩
壊
土
が
残
存
し
、
流
域
荒
廃
の
一
因

を
な
し
て
い
ま
す
。

徳
山
白
谷
の
大
規
模
崩
壊
地
は
、
昭
和
四
〇
年

（
一
九
六
五
）
九
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
に
か
け

た
台
風
二
四
号
に
刺
激
さ
れ
た
前
線
の
集
中
豪
雨

に
よ
り
、
地
す
べ
り
性
大
崩
壊
が
発
生
、
一
八
三
万

㎥
（
横
山
ダ
ム
の
体
積
・
三
二
万
㎥
の
五
．
七

倍
）
に
も
及
ぶ
巨
大
な
岩
体
が
、
約
二
〇
〇
ⅿ
す

べ
り
落
ち
白
谷
を
せ
き
止
め
、
上
流
側
に
は
、
約

三
〇
〇
㎥
の
せ
き
止
め
湖
が
発
生
し
ま
し
た
。

こ
の
崩
壊
は
、
風
化
の
著
し
い
斜
面
に
大
量
の

雨
水
が
浸
透
し
た
こ
と
と
、
河
川
の
洗
掘
に
よ
っ

て
発
生
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
土
砂
に
よ
る
下
流
域
で
の
災
害
発
生

を
防
止
す
る
よ
う
建
設
省
は
、
昭
和
四
三
年
に
越

美
山
系
砂
防
工
事
事
務
所
を
設
置
し
、
揖
斐
川
上

流
域
で
直
轄
砂
防
事
業
に
着
手
。
荒
廃
渓
流
対

策
、
土
石
流
危
険
渓
流
対
策
等
の
事
業
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

大
規
模
な
崩
壊
地
・  　

　
　
　
　
　

徳
山
白
谷

総
貯
水
容
量
第
一
位　

堤
高
第
三
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
が
誇
る
徳
山
ダ
ム

横山ダム全景

計画高水流量配分図

貯水池容量配分図
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囲
炉
裏
で
語
り
継
が
れ
る 

 

昔
が
た
り
の
世
界

急
峻
な
山
々
と
渓
谷
が
織
り
な
藤
橋
村
は
、
か
つ

て
炭
焼
き
の
煙
り
が
た
な
び
い
た
典
型
的
な
山
村
。

山
の
恵
み
を
生
業
に
、
川
の
幸
を
そ
の
日
の
糧
に
、

厳
し
い
自
然
と
と
も
に
、
村
人
は
し
な
や
か
に
生
き

て
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

の
ど
や
か
な
春
の
日
差
し
が
渓
谷
を
包
む
春
。
ぜ

ん
ま
い
、
わ
ら
び
、
蕗
、
タ
ラ
の
芽
な
ど
、
山
の
幸

が
、
食
卓
を
ゆ
た
か
に
彩
り
ま
す
。

夏
の
光
り
に
煌
め
く
せ
せ
ら
ぎ
。
鮎
、
ア
マ
ゴ
、

ウ
グ
イ
な
ど
、
川
の
幸
が
宴
を
華
や
か
に
盛
り
上
げ

ま
す
。

涼
風
が
峰
々
を
紅
葉
に
燃
え
尽
く
す
秋
。
栗
、
野

生
く
る
み
、
カ
ヤ
の
実
、
し
い
た
け
な
ど
、
森
の
幸

が
団
欒
の
ひ
と
と
き
に
興
を
添
え
ま
す
。

そ
し
て
、
し
ん
し
ん
と
雪
が
降
り
積
も
る
冬
。
囲

炉
裏
に
は
炭
火
が
燃
え
上
が
り
、
幼
子
た
ち
は
頬
を

真
っ
赤
に
染
め
な
が
ら
、
翁
た
ち
の
昔
が
た
り
に
じ

っ
と
聞
き
い
る
の
で
す
。

雪
国
な
ら
で
は
の
冬
の
風
物
詩
。
囲
炉
裏
端
で
繰

り
広
げ
ら
れ
る
の
は
、
遠
い
い
に
し
え
の
物
語
。
そ

ん
な
昔
絵
巻
の
世
界
を
皆
様
に
も
、
お
裾
分
け
す
る

こ
と
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

遠
い
昔
の
こ
と
で
す
。
西
杉
原
の
東
は
ず
れ
に
あ

る
金
山
淵
は
、
こ
の
辺
り
で
一
番
深
い
淵
な
の
で
村

人
か
ら
た
い
そ
う
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

と
い
う
の
も
こ
の
金
山
淵
か
ら
北
の
山
裾
一
帯
に

か
け
て
大
き
な
沼
が
あ
り
、村
人
は
な
ぜ
か「
赤
池
」

と
よ
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
の
赤
池
に
も
い
ろ
い
ろ
な
言
い
伝
え
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
人
が
、
わ
ら
を
打
つ
「
横
づ
ち
」
を
赤
池

で
落
と
し
た
ら
、
し
ば
ら
く
し
て
金
山
淵
に
ぽ
っ
か

り
と
浮
か
び
上
が
っ
た
と
か
。
こ
の
赤
池
と
金
山
淵

は
、
底
が
通
じ
て
い
る
。
い
や
龍
宮
ま
で
通
じ
て
い

る
深
い
池
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

こ
の
赤
池
も
洪
水
や
山
崩
れ
な
ど
で
沼
地
が
浅
く
な

っ
た
の
で
、
理
め
立
て
て
田
畑
に
し
よ
う
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
村
人
は
一
斉
に
石
や
土
を
投
げ
入
れ
ま

し
た
。

と
こ
ろ
が
ど
れ
だ
け
入
れ
て
も
、「
ゴ
ボ
ッ
ゴ
ボ

ッ
」
と
泡
を
出
し
て
、
沈
ん
で
い
く
ば
か
り
。
材
木

や
柴
木
を
入
れ
て
も
、や
っ
ぱ
り「
ゴ
ボ
ッ
ゴ
ボ
ッ
」

と
、
呑
み
込
む
よ
う
に
沈
ん
で
い
く
ば
か
り
で
す
。

気
味
が
悪
く
な
っ
た
村
人
は
「
こ
の
池
は
や
っ
ぱ
り

底
な
し
沼
だ
」「
こ
ん
な
に
埋
め
た
ん
で
は
た
た
り

が
あ
る
か
も
知
れ
ん
」
と
、
早
速
お
坊
さ
ん
を
頼
ん

で
供
養
し
て
も
ら
い
、
こ
の
赤
池
の
ほ
と
り
に
穴
を

掘
り
、
お
経
千
巻
と
菅
笠
を
千
蓋
埋
め
て
、
丁
寧
に

お
ま
い
り
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
村
人
は
経
塚
と
よ

ん
で
い
ま
す
が
、
今
で
も
こ
の
経
塚
を
掘
り
起
こ
す

と
、
西
杉
原
に
災
難
が
お
こ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

 

南
北
朝
の
面
影
を 

 

今
に
伝
え
る
藤
橋
城

経
塚
伝
説
が
残
る
西
杉
原
集
落
は
、
中
世
か
ら
近

世
に
か
け
て
城
館
、
城
砦
が
吃
立
し
、
杉
原
砦
が
築

か
れ
て
い
ま
し
た
。

藤
橋
城
は
そ
の
杉
原
砦
に
ち
な
み
、
村
の
再
興
を
願

っ
て
平
成
元
年
に
創
建
さ
れ
た
も
の
。
雪
景
色
に
負
け

な
い
く
ら
い
ま
ば
ゆ
い
城
壁
の
白
さ
は
、
一
年
の
始
ま

り
を
予
感
さ
せ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ヒ
ュ
ル
ル
ヒ
ュ
ル
と
声
を
上
げ
な
が
ら
、
雪
原
を
わ

た
る
北
風
。
峰
か
ら
湧
き
だ
し
た
雲
は
、
か
つ
て
こ
の

地
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
歴
史
絵
巻
の
よ
う
に
、
刻
々
と

姿
を
変
え
て
い
く
。
た
て
が
み
を
な
び
か
せ
る
軍
馬
、

鎧
武
者
、
旗
印
…
、
流
れ
る
雲
の
間
か
ら
鬨
の
声
ま
で

聞
こ
え
そ
う
な
歴
史
の
町
。
そ
ん
な
逆
巻
く
時
間
の
中

で
、
長
い
長
い
影
法
師
が
ひ
と
つ
。
現
身
の
世
を
一
面

の
雪
景
色
の
中
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
ま
し
た
。

藤
橋
城
が
歴
史
を
伝
え
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ら
、

城
に
隣
接
す
る
歴
史
民
俗
資
料
館
は
、
昔
の
暮
ら
し

ぶ
り
を
再
現
す
る
い
に
し
え
の
里
。
今
か
ら
お
よ
そ

二
〇
〇
年
ほ
ど
前
、
揖
斐
谷
沿
い
の
山
里
に
建
て
ら
れ

た
茅
葺
き
の
民
家
を
移
築
し
、
回
遊
式
の
展
示
館
に

復
元
、
ま
た
経
塚
伝
説
の
碑
も
こ
こ
に
ど
っ
し
り
と
根

を
下
ろ
し
て
い
ま
す
。

妻
入
の
民
家
に
一
歩
足
を
踏
み
い
れ
る
と
、
そ
こ
は

時
計
を
逆
回
し
し
た
よ
う
な
、
懐
か
し
い
日
本
の
風

景
。
紙
漉
き
、
栃
の
木
挽
き
、
石
臼
、
織
機
な
ど
、

し
っ
か
り
と
磨
き
込
ま
れ
黒
光
り
し
た
民
具
の
数
々

は
、
今
に
も
動
き
だ
し
そ
う
な
精
悍
そ
う
な
表
情
で
、

訪
れ
る
も
の
に
語
り
か
け
て
き
ま
す
。

遠
い
遠
い
昔
、
紙
を
漉
き
、
石
臼
を
挽
い
た
揖
斐

谷
の
祖
た
ち
。
髪
の
ほ
つ
れ
た
お
歯
黒
の
老
婆
が
、
白

髪
頭
に
半
纏
を
纏
っ
た
好
々
爺
が
、
こ
の
地
に
ひ
っ
そ

り
と
生
き
て
い
た
と
い
う
記
憶
。
民
具
の
ひ
と
つ
ひ
と

つ
に
し
み
つ
い
た
年
輪
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
諸
人
の

知
恵
、
し
き
た
り
を
言
わ
ず
も
が
な
に
伝
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
を
か
ぎ
と

る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
、
そ
っ
と
触
れ
た
鴨
居
は
こ
と

の
ほ
か
暖
か
く
、
翁
た
ち
の
つ
ぶ
や
き
が
聞
こ
え
て
く

る
よ
う
な
、
そ
ん
な
錯
覚
に
囚
わ
れ
る
か
ら
不
思
議
な

も
の
で
す
。

 

水
没
す
る
村
を 

 

見
守
る
徳
山
城
跡

歴
史
民
俗
資
料
館
か
ら
国
道
四
一
七
号
を
さ
ら
に

北
へ
。
木
郷
集
落
の
北
に
連
な
る
山
脈
の
南
に
突
出

し
た
る
山
の
尾
の
上
に
徳
山
城
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
苔
む
し
た
石
碑
に
は
『
徳
山
城
跡
』
と
い
う
刻

文
字
。
そ
の
石
碑
を
ま
る
で
敵
か
ら
庇
う
か
の
よ
う

に
、
杉
の
古
木
が
天
に
向
か
っ
て
そ
そ
り
立
っ
て
い

ま
す
。
東
西
南
北
に
大
き
く
枝
を
広
げ
る
姿
は
、
天

空
に
ま
で
睨
み
を
き
か
せ
る
仁
王
の
よ
う
。
今
は
た

だ
雪
深
き
山
の
頂
き
も
、
か
つ
て
は
覇
権
を
争
っ
た

ひ
の
き
舞
台
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
え
ば
、
こ
の
地
を
支
配
し
た
徳
山
氏
は
徳

山
谷
の
旧
族
で
、
家
伝
に
よ
れ
ば
坂
上
田
村
麻
呂
の

出
自
と
か
。
千
有
余
年
の
昔
、
杉
や
檜
が
生
い
茂
る

千
古
の
森
で
、
一
体
こ
の
地
に
何
が
起
き
た
の
で
し

ょ
う
。

綴
る
人
も
な
く
、
語
る
言
葉
も
な
く
、
た
だ
今
は

石
碑
が
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
む
ば
か
り
。
や
が
て
は

ダ
ム
の
底
に
沈
み
ゆ
く
徳
山
の
村
々
を
、
静
か
に
見

守
っ
て
い
ま
し
た
。

 

雪
国
の
旅
の
プ
ロ
ロ
ー
グ

雪
け
む
り
を
上
げ
て
走
る
除
雪
車
。
音
も
な
く
降

り
か
か
る
粉
雪
は
、
谷
も
里
も
白
き
世
界
に
埋
め
尽

く
し
、
辺
り
一
面
は
銀
世
界
。
ま
る
で
時
間
の
壁
を

逆
流
す
る
よ
う
に
、
雪
の
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
り
抜
け

る
と
、
そ
こ
は
雪
と
渓
流
と
昔
が
た
り
の
ふ
る
里
。

冬
の
旅
物
語
の
序
章
は
、
こ
う
し
て
静
か
に
幕
を
あ

け
ま
し
た
。

大
垣
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
で
名
神
高
速
道
路
を
降

り
、
国
道
四
一
七
号
か
ら
三
〇
三
号
へ
車
の
針
路
を

変
え
る
と
、
奥
美
濃
の
国
・
藤
橋
村
は
も
う
目
前
で

す
。
梢
に
絡
み
つ
く
樹
氷
は
、
自
然
が
刻
み
込
ん
だ

樹
木
と
氷
の
彫
刻
。
国
道
沿
い
に
続
く
樹
水
の
オ
ブ

ジ
ェ
を
眺
め
な
が
ら
、
ス
テ
ア
リ
ン
グ
を
合
わ
せ
て

い
る
と
、
深
い
碧
の
水
面
を
た
た
え
る
横
山
ダ
ム
の

湖
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

渇
水
期
の
秋
か
ら
冬
へ
か
け
て
は
、
ダ
ム
の
底
に

沈
ん
だ
村
が
見
え
て
く
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ダ

ム
湖
に
立
ち
尽
く
す
蝋
燭
の
よ
う
な
枯
木
…
。

湖
底
に
は
か
つ
て
こ
の
村
に
暮
ら
し
た
人
々
の
思

い
出
ま
で
、
す
っ
か
り
沈
み
込
ん
で
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
幾
重
に
も
重
な
る
白
い
山
脈
は
、
そ
ん
な
思

い
を
知
っ
て
か

知
ら
ず
か
、
湖

面
に
ま
ば
ゆ
い

ま
で
の
白
さ
を

映
し
だ
し
て
い

ま
し
た
。

藤・橋・村・の・歳・時・記

藤崎村への交通
●公共交通機関利用●

●マイカー利用●

名鉄／名古屋・岐阜方面から
名古屋

大垣・岐阜 横山ダム

横山ダム 藤橋城

藤橋村

岐阜駅 本揖斐駅名鉄30分 名鉄40分

バス40分

60分

20分

岐阜県揖斐郡藤橋村

雪深き山里は、
時を置き去りにした
昔がたりの里。
しんしんと降り積もる粉雪。
真綿のような雪は、谷も、里も、田畑さえも、
純白のじゅうたんを敷きつめていく。
白く清らかな妖精たちは、さながら天空を翔る使者。
時を置き去りにした山里に、
昔がたりの世界を紡ぎあげていく。

スター・フェスティバル 8月第3土曜日

藤橋村の星空の美しさは全国でも第三位（平成四年度・環境庁調査
より）。毎年夏休みになると、藤橋城公園でスター・フェスティバルが開
催されています。イベントの内容は盛りだくさん。星空音楽会や天文ク
イズ、天体写真展、大きな望遠鏡を使っての星座案内など、ファミリー
にもカップルにも大好評です。

村　章
村章の由来は、山林を主
体にして大きく発展する
村と、安定した力を三角
形で、ダムと揖斐の清流を
「フ」によって象徴し、二
つの組み合わせによって村
民の融和と団結を表現した
ものです。

▼村の木／ケヤキ

揖斐渓谷

水没する徳山集落

歴史民俗資料館

藤橋城

藤橋城公園
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四
と
き
、
八
と
き
、
十
二
と
き
。

江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
、
木
曽
三
川
下
流
域
は
水

害
常
習
地
帯
。
洪
水
が
頻
発
す
る
最
大
の
理
由
は
、

木
曽
三
川
が
下
流
域
で
合
流
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
揖
斐
川
と
長
良
川
は
中
須
川
、
中
村
川
、

大
榑
川
で
、
木
曽
川
と
長
良
川
は
逆
川
に
よ
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
が
結
ば
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
長
良
川
は
中
島

郡
小
藪
村（
現
羽
島
市
）地
先
で
木
曽
川
と
合
流
し
、

そ
の
後
南
流
し
て
桑
名
郡
油
島
新
田
（
現
海
津
町
）

地
先
で
揖
斐
川
も
合
流
し
、
長
島
輪
中
北
端
で
再
び

分
流
、
長
島
輪
中
を
挟
ん
で
流
下
し
伊
勢
湾
に
注
い

で
い
ま
し
た
。

木
曽
三
川
の
河
床
は
揖
斐
川
が
最
も
低
く
、
長

良
・
木
曽
川
の
順
に
高
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
平
水

時
で
も
木
曽
の
水
は
長
良
へ
、
長
良
の
水
は
揖
斐
へ

と
流
れ
込
ん
で
い
ま
し
た
。

加
え
て
日
本
の
天
候
は
、
雨
足
が
西
か
ら
東
へ
移

動
す
る
傾
向
に
あ
り
、
一
旦
雨
が
降
れ
ば
、
い
ち
ば

ん
西
に
あ
る
揖
斐
川
が
氾
濫
し
、
続
い
て
長
良
川
、

木
曽
川
の
順
に
出
水
し
ま
す
。

こ
の
現
象
を
地
元
で
は
古
く
か
ら
、「
四
と
き
、

八
と
き
、
十
二
と
き
」
と
伝
承
。
つ
ま
り
雨
が
降
り

始
め
て
か
ら
四
刻
（
八
時
間
）
た
つ
と
揖
斐
川
、
八

刻
（
十
六
時
間
）
た
つ
と
長
良
川
、
十
二
刻
（
二
四

時
間
）
た
つ
と
木
曽
川
が
出
水
し
、
木
曽
・
長
良
の

水
が
流
れ
込
む
揖
斐
川
下
流
域
で
は
、
長
時
間
洪
水

に
悩
ま
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

江
戸
幕
府
は
こ
う
し
た
水
害
の
解
決
策
と
し
て
、

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）、
三
川
分
流
を
目
的
と
し

た
宝
暦
治
水
を
実
施
し
ま
し
た
。

 

第
二
期
工
事
の
治
水
計
画

輪
中
堤
等
の
緊
急
復
旧
や
修
繕
工
事
の
第
一
期
工

事
に
続
き
、
河
道
の
改
良
や
用
排
水
施
設
の
工
事
を

主
体
と
す
る
第
二
期
工
事
は
、
宝
暦
四
年
九
月
二
四

日
か
ら
四
工
区
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
中
で
も
河
道

改
良
工
事
は
三
川
分
流
を
目
的
と
し
た
も
の
。
長
良

川
と
揖
斐
川
を
つ
な
ぐ
大
榑
川
の
洗
堰
工
事
（
洗
堰

と
は
河
川
の
水
位
が
一
定
以
上
上
昇
し
た
と
き
、
そ

の
上
を
水
が
流
れ
越
す
よ
う
に
造
っ
た
堰
）
や
、
木

曽
三
川
が
合
流
す
る
油
島
地
先
で
、
木
曽
川
と
揖
斐

川
を
分
流
す
る
油
島
締
切
工
事
は
と
も
に
、
宝
暦
治

水
最
大
の
難
工
事
で
し
た
。

し
か
し
当
時
の
治
水
技
術
や
調
査
方
法
で
は
、
水

理
上
の
明
確
な
判
断
が
下
せ
ず
、
当
初
計
画
を
大
幅

に
修
正
。
水
行
を
よ
く
す
る
た
め
に
計
画
さ
れ
た
七

郷
輪
中
新
川
掘
割
、
五
明
輪
中
掘
割
の
計
画
は
半
ば

で
中
止
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
油
島
の
完
全
締
切
か

否
か
、
大
榑
川
洗
堰
も
締
切
か
洗
堰
か
の
決
定
も
遅

れ
、
具
体
的
な
実
施
計
画
は
工
事
期
間
中
実
情
に
即

し
て
、
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

 

油
島
締
切
工
事

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
に
実
施
さ
れ
た
御
手
伝

普
請
で
は
、
油
島
新
田
地
先
か
ら
猿
尾
│
水
刎
ね
│

七
〇
間
（
約
一
三
〇
ⅿ
）、
下
流
側
松
之
木
地
先
か

ら
杭
出
水
制
│
三
〇
間
（
約
五
〇
ⅿ
）
を
突
き
出
し

て
水
勢
の
緩
和
を
図
り
ま
し
た
が
さ
し
た
効
果
も
得

ら
れ
ず
、
今
回
の
工
事
で
は
極
力
木
曽
・
揖
斐
の
分

流
を
実
現
す
べ
く
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

着
手
時
は
油
島
締
切
堤
防
の
総
延
長
一
〇
九
〇

間
（
約
二
㎞
）、
全
部
締
切
る
か
、
中
間
を
明
け
置

く
か
未
決
定
で
し
た
が
、
ま
ず
油
島
地
先
よ
り
百
十

間
、
つ
い
で
十
月
十
三
日
に
松
之
木
地
先
か
ら
四
〇

間
の
下
埋
工
事
に
着
手
。
こ
の
下
埋
に
あ
た
っ
て
は

仮
締
切
り
の
実
施
が
急
務
で
し
た
。
し
か
し
こ
の
よ

う
な
大
河
川
の
合
流
点
に
お
け
る
仮
締
切
り
は
非
常

に
難
工
事
で
あ
り
、
そ
の
苦
闘
の
様
を
想
像
す
る
こ

と
は
、
容
易
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、

最
初
は
老
朽
船
に
石
を
積
ん
で
沈
め
た
り
、
巨
木
に

大
石
を
結
び
つ
け
、
所
要
の
位
置
に
落
と
し
て
逐
次

基
礎
を
造
り
あ
げ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
締
切
堤
防
は
、平
均
高
さ
二
間（
三
．六
ⅿ
）、

馬ば
ぶ
み踏

│
堤
防
の
頂
上
部
│
二
間
（
三
．
六
ⅿ
）、
敷し

き

│
堤
防
の
底
辺
│
十
間
（
一
八
ⅿ
）
で
、
こ
れ
を
保

護
す
る
た
め
堤
脚
の
両
側
を
径
一
尺
、
長
さ
九
間
の

蛇じ
ゃ
か
ご籠

で
覆
い
、
そ
の
外
側
に
深
さ
七
尺
、
横
六
間
二

尺
の
枠わ

く

を
沈
め
る
工
法
で
し
た
。

工
事
に
か
か
る
お
び
た
だ
し
い
資
材
の
調
達
は
近

隣
区
域
だ
け
で
は
賄
え
ず
、
し
か
も
価
格
高
騰
に
も

及
び
、
苦
難
を
極
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
懸
案
の
締
切
り
か
否
か
の
決
定
が
く
だ
さ

れ
た
の
は
宝
暦
五
年
正
月
の
こ
と
。
結
局
締
切
は
危

険
と
判
断
さ
れ
、
締
切
堤
防
中
央
に
三
〇
〇
間
（
約

五
四
〇
ⅿ
）
の
開
口
部
を
設
け
る
こ
と
に
。
そ
の
後

工
事
の
進
行
に
と

も
な
う
水
行
の
状

況
を
考
慮
し
て
多

少
計
画
を
縮
小
す

る
こ
と
に
な
り
、

油
島
側
新
堤
防
の

猿
尾
と
馬
踏
の
長

さ
を
減
じ
、
松
之

木
側
元
付
け
堤
の

長
さ
を
減
じ
て
、

下
埋
め
に
着
手
し

て
か
ら
約
半
年
余
り
、
予
想
外
の
好
天
と
薩
摩
藩
士

の
努
力
に
よ
り
、
四
月
初
旬
の
竣
工
予
定
が
三
月

二
七
日
ま
で
に
油
島
・
松
之
木
と
も
完
成
を
み
る
に

至
っ
て
い
ま
す
。

 

大
榑
川
洗
堰
工
事

宝
暦
治
水
に
お
け
る
第
二
の
難
工
事
は
大
榑
川
の

洗
堰
築
造
。
そ
れ
ま
で
大
榑
川
の
河
床
は
長
良
川
の

そ
れ
よ
り
低
か
っ
た
た
め
、
長
良
川
の
洪
水
が
流

入
、
沿
岸
の
堤
防
を
破
壊
し
、
多
大
な
被
害
を
与
え

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
治
水
対
策
と
し
て
、
寛
延

四
年
（
一
七
五
一
）
に
自
普
請
（
地
元
の
村
に
よ
る

普
請
）
で
喰

く
い
ち
が
い違

堰ぜ
き

を
つ
く
り
、
長
良
川
か
ら
の
流
入

を
制
限
す
る
と
と
も
に
水
勢
の
緩
和
を
図
り
ま
し
た

が
、
水
害
の
根
絶
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
宝
暦
治
水
で
は
、
前
の
喰
違
堰
よ
り
下
流

一
四
八
間
（
約
二
七
〇
ⅿ
）
の
地
点
に
長
さ
九
八
間

の
堤
防
を
計
画
し
ま
し
た
が
、
締
切
堤
に
す
る
か
或

い
は
洗
堰
に
す
る
か
は
、
油
島
締
切
工
事
に
応
じ
、

水
行
の
状
況
を
判
断
し
て
か
ら
決
定
す
る
と
い
う
こ

と
で
、「
い
ず
れ
に
決
ま
っ
て
も
手
戻
り
が
な
く
支

障
の
な
い
よ
う
に
」
と
十
一
月
半
ば
か
ら
下
埋
工
事

に
着
手
、
十
二
月
中
に
下
埋
が
完
成
し
て
い
ま
す
。

一
方
油
島
締
切
工
事
も
進
み
、
そ
の
結
果
に
よ
る

水
勢
の
変
化
か
ら
、「
締
切
本
堤
に
す
れ
ば
洪
水
の

際
に
維
持
が
難
し
く
、
破
堤
の
恐
れ
が
あ
る
」
と
判

断
さ
れ
、
翌
年
の
正
月
二
七
日
、
出
水
二
合
（
四
尺

一
．
二
ⅿ
）
ま
で
堰
止
め
得
る
洗
堰
を
つ
く
る
と
い

う
こ
と
が
、
正
式
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
洗
堰
は
長
さ
九
八
間
（
下
埋
の
長
さ
九
九

間
）、
幅
五
間
で
、
さ
ら
に
上
流
側
に
幅
三
間
の
保

護
工
を
つ
け
、
下
流
側
に
幅
五
間
の
水
叩
き
三
段
計

十
五
間
を
つ
く
り
、
全
体
の
堰
幅
二
三
間
を
蛇
籠
で

被
覆
し
た
も
の
で
、
三
月
二
八
日
に
は
全
工
事
が
完

了
し
て
い
ま
す
。

こ
の
洗
堰
は
全
体
を
石
で
覆
っ
た
巨
大
な
堤
防
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
常
は
大
榑
川
へ
は
水
は
流
れ
な
い

も
の
の
、
出
水
二
合
以
上
は
長
良
川
の
水
が
大
榑
川

へ
流
入
す
る
と
い
う
当
初
の
目
的
を
実
現
し
て
い
ま

す
が
、
当
時
の
背
景
か
ら
考
え
る
と
、
か
な
り
高
度

の
技
術
が
集
約
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

宝
暦
治
水
の

あ
ら
ま
し

シリーズ

宝暦治水
特　 集

第 二 編

苦
難
を
極
め
た

油
島
締
切
と

大
榑
川
洗
堰
。

木
曽
三
川
の
分
流
を
最
大
の
目
的
と
し
た
宝
暦
治
水
。

し
か
し
当
時
の
上
木
技
術
で
は
、

着
工
当
初
で
さ
え
工
事
計
画
が
決
定
で
き
ず
、

木
曽
三
川
の
水
理
状
況
や
工
事
の
進
捗
状
況
を
判
断
し
な
が
ら
、

逐
次
決
定
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

今
回
は
、油
島
締
切
工
事
と
大
榑
川
の
洗
堰
工
事
を
特
集
。

そ
の
苦
闘
の
道
の
り
を
追
跡
し
ま
す
。宝

暦
治
水
は
わ
が
国
治
水
史
上
最
大
の
難
事

業
。
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
十
二
月
二
五
日
、

幕
府
は
薩
摩
藩
に
御
手
伝
普
請
を
命
じ
、
総
奉

公
平
田
靱
負
を
は
じ
め
九
四
七
名
の
藩
士
に
よ

り
、
翌
年
二
月
二
七
日
、
工
事
に
着
工
。
工
事

区
域
は
木
曽
三
川
下
流
域
ほ
ぼ
全
域
に
及
ぶ
も

の
。
修
繕
工
事
、
復
旧
工
事
と
中
心
課
題
の
木

曽
三
川
分
流
の
た
め
、
逆
川
洗
堰
締
切
工
事
、

大
榑
川
洗
堰
工
事
、
油
島
新
田
締
切
工
事
が
実

施
さ
れ
た
。
同
五
年
五
月
二
二
日
に
工
事
は
竣

工
。
木
曽
三
川
の
完
全
分
流
に
は
至
ら
な
か
っ

た
が
、
明
治
以
降
の
近
代
治
水
の
先
駆
と
評
価

さ
れ
て
い
る
。

◎
第
一
編 

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
８

 

宝
暦
治
水
の
概
念

◎
第
二
編 

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
９

 

工
事
の
歴
史
的
評
価

◎
第
三
編 

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
10

 

宝
暦
治
水
の
功
労
者
た
ち

◎
第
四
編 

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
11

 

今
に
残
さ
れ
る
工
事
跡

大榑川締切油嶋地先喰違堰御普請益村障村色分絵図　岐阜県歴史資料館蔵

木曽川・逆川御普請所墨引絵図　個人蔵

水行奉行高木新兵衛所持の扇子（表）個人蔵

大榑川洗堰絵図　長谷川千代子氏蔵

文政年間の油嶋喰違堰絵図　長谷川千代子氏蔵
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宝
暦
治
水
工
事
と
は

薩
摩
藩
が
受
命
し
た
御
手
伝
普
請
に
よ
る
宝
暦
治

水
工
事
は
油
島
締
切
と
大
榑
川
洗
堰
の
二
工
事
た
け

で
な
く
、
そ
の
内
容
は
大
変
な
広
範
囲
に
亘
る
も
の

で
し
た
。
こ
の
治
水
工
事
は
二
年
に
及
び
、
そ
の
第

一
期
は
こ
の
地
域
に
て
毎
年
春
に
地
元
で
実
施
し
て
い

た
治
水
関
係
の
補
修
工
事
（
定
式
普
請
）
と
前
年
宝

暦
三
年
八
月
の
大
洪
水
の
水
害
復
旧
工
事
（
急
破
普

請
）
の
二
種
が
含
ま
れ
、
次
の
第
二
期
に
は
水
害
を

根
本
的
に
除
く
た
め
の
新
規
工
事
（
水
行
普
請
）（
上

記
の
二
工
事
な
ど
）
の
他
に
、
水
門
の
伏
替
や
修
理

の
工
事
（
圦
樋
普
請
）
と
田
畑
切
上
掘
工
事
（
こ
れ

は
後
述
）
と
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

宝
暦
治
水
工
事
が
実
施
さ
れ
た
地
域
は
木
曽
川
と

そ
の
分
流
佐
屋
川
（
現
在
は
廃
川
）
の
右
岸
以
西
で
、

現
在
の
羽
島
市
、
墨
俣
町
、
養
老
町
を
結
ぶ
線
以
南

の
広
い
範
囲
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
平
地
だ
け
で
は
な

く
、
養
老
山
地
で
の
砂
防
工
事
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
こ
こ
で
の
歴
史
評
価
は
先
に
述
べ
た
油
島
締
切

と
大
榑
川
洗
堰
の
二
工
事
を
中
心
に
記
述
す
る
こ
と

に
し
ま
す
。

 

治
水
工
事
の
方
法

こ
の
地
方
の
治
水
を
管
理
し
て
い
た
の
は
現
在
の
羽
島

郡
笠
松
町
に
役
所
が
あ
っ
た
美
濃
郡
代
（
幕
府
役
人
）

と
、
現
在
の
養
老
郡
上
石
津
町
多た

ら良
に
邸
が
あ
っ
た
高

木
氏
（
西
・
東
・
北
の
三
家
）
で
し
た
が
、
こ
の
郡
代

の
下
に
「
堤

つ
つ
み
か
た方

役
」
と
よ
ば
れ
た
治
水
の
実
務
者
で
あ

り
技
術
者
で
も
あ
っ
た
専
門
家
が
十
人
世
襲
で
勤
務
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
人
々
は
現
地
の
事
情
に
詳
し
く
、
治

水
工
事
を
企
画
・
指
導
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
人
々

の
豊
富
な
経
験
は
宝
暦
治
水
に
当
た
っ
て
の
文
書
で
も
十

分
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
当
時
、
河
川
工
事
で
行
わ
れ
た
工
事

内
容
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
で
き
ま
す
。

そ
の
第
一
は
洲す

浚ざ
ら

え
や
切
開
き
、
さ
ら
に
は
河
川
敷

の
中
に
開
か
れ
た
新
田
の
撤
去
な
ど
に
よ
っ
て
水
行
を
よ

く
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
以
来

の
「
大
取
払
」
で
も
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
第
二
は
堤
防
が
破
堤
し
な
い
よ
う
に
、
堤
防
に

上う
わ
お
き置

し
た
り
、
腹は

ら
つ
け付

し
た
り
し
て
堤
防
を
強
化
し
、
さ

ら
に
は
猿さ

る
お尾

を
堤
防
か
ら
川
の
中
に
築
き
だ
し
て
、
堤

防
に
濁
流
が
衝
突
せ
ず
、
対
岸
方
向
に
流
れ
を
誘
導
す

る
施
設
を
作
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
宝
暦
治
水
工
事
に
当
た
っ
て
は
そ
れ
ま
で

の
貴
重
な
経
験
を
生
か
し
て
企
画
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
経
験
の
上
に
た
っ
て
の
定

性
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
洪
水
量
な
ど
を
十
分
測
定
し

た
上
で
の
定
量
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、

そ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
三
川
分
流
工
事
に
当

た
っ
て
は
自
信
を
も
っ
た
企
画
が
で
き
ず
、
こ
の
こ
と
が

幕
府
当
局
が
最
後
ま
で
、
締
切
り
の
方
法
に
迷
っ
た
理

由
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
当
時
の
技
術
で
は
油
島
で
完
全
に
締
切
を
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
工
事
技
術
と
し
て
は
出
来
た
と

考
え
ま
す
。
し
か
し
締
切
後
の
河
況
の
予
測
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
ひ
と
ま
ず
、
中
間
で
締
切
ら
な
い
部
分
を

残
し
て
そ
の
後
の
様
子
を
み
る
こ
と
と
し
ま
し
た
が
、
結

局
、
明
治
ま
で
完
全
な
締
切
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
治
水
工
事
の
現
場
の
労
働
に
は
地
元
の

農
民
を
使
う
よ
う
に
幕
府
は
指
示
し
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
に
は
疲
弊
し
た
農
民
を
救
う
目
的
も
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
事
実
、
こ
の
後
の
宝
暦
七
年
の
幕
府
負
担
の
こ

の
地
方
の
治
水
工
事
で
は
「
御
普
請
第
一
下
々
御
救
之

儀
候
」
と
指
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
締
切
工
事
な

ど
の
現
場
の
工
事
に
は
技
術
的
に
農
民
だ
け
で
は
不
十

分
で
、
薩
摩
藩
側
は
再
三
幕
府
側
と
交
渉
し
て
、
締
切

工
事
な
ど
に
は
土
木
技
術
を
も
つ
江
戸
や
駿
府
の
町
人
の

「
外
受
負
」
に
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
頃
ま
で
の
「
御
手
伝
普
請
」
で
は
幕
府
側
の
指

揮
監
督
の
下
で
、
受
命
し
た
藩
か
ら
多
数
の
藩
士
が
現

地
に
長
期
宿
泊
し
、
現
地
の
労
働
者
を
指
揮
し
て
、
工

事
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
藩
士
た
ち
が
特

に
現
地
の
治
水
状
況
に
詳
し
か
っ
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

こ
の
点
か
ら
も
宝
暦
治
水
工
事
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
苦

労
が
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
御
手
伝
に
よ
る

治
水
工
事
の
指
揮
系
統
に
は
無
駄
な
点
が
あ
っ
た
と
い
え

ま
し
ょ
う
。
こ
の
点
を
幕
府
側
も
反
省
し
た
と
み
え
、

明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
か
ら
一
部
を
、
そ
し
て
天
明
三

年
（
一
七
八
三
）
か
ら
は
全
面
的
に
「
普
請
金
御
手
伝
」

す
な
わ
ち
、
受
命
の
藩
は
工
事
費
を
負
担
す
る
が
、
工

事
そ
の
も
の
は
幕
府
の
直
轄
工
事
と
す
る
こ
と
に
変
わ
っ

て
お
り
ま
す
。

 

幕
藩
体
制
下
の
制
約

こ
の
地
方
の
江
戸
時
代
の
所
領
を
み
る
と
、
木
曽

川
左
岸
は
大
藩
で
あ
っ
た
尾
張
藩
に
一
括
領
有
さ
れ
て

お
り
、
美
濃
郡
代
の
治
水
管
轄
区
域
外
で
あ
っ
て
、

尾
張
藩
と
は
治
水
上
の
協
議
を
す
る
だ
け
で
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
美
濃
国
は
そ
の
領
有
が
幕
領
、
旗
木

領
、
尾
張
藩
領
、
大
小
の
大
名
領
に
分
か
れ
て
お
り
、

治
水
政
策
を
実
施
す
る
に
は
難
し
い
領
有
関
係
に
あ

り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
所
領
の
状
況
下
で
、
こ
の
地
方
は
江

戸
時
代
の
初
期
以
来
、
新
田
開
発
が
進
め
ら
れ
、
そ

れ
ま
で
遊
水
地
の
役
割
を
果
し
て
い
た
後
背
低
湿
地

に
堤
防
を
築
き
、
洪
水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
て
新

旧
か
け
ま
わ
し
て
い
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
時
、
懸か

け

廻ま
わ
し

堤て
い

で
囲
ま
れ
た
処
が
「
輪
中
」
で
あ
り
ま
す
（
上

図
参
照
）。
輪
中
の
形
成
は
濃
尾
平
野
の
自
然
堤
防

地
域
や
三
角
洲
部
で
は
、
ほ
ぼ
宝
暦
治
水
以
前
に
終

わ
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
洪
水
は
限
ら
れ
た
本
川

を
中
心
に
流
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
本
川
に
は
上
流

か
ら
の
土
砂
が
堆
積
し
、
河
床
が
高
く
な
り
、
土
砂

が
流
入
し
な
く
な
っ
た
輪
中
の
内
部
と
比
べ
る
と
、
相

対
的
な
高
度
差
が
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
状
況

下
で
水
害
を
防
ぐ
に
は
本
川
の
堤
防
を
輪
中
内
に
後

退
（
引ひ

き
て
い堤

）
さ
せ
、
本
川
の
河
川
敷
を
拡
幅
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
誰
で
も
考
え
つ
く
論
理
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
封
建
制
度
の
下
で
は
そ
れ
が
容

易
に
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
農
地
や
石
高
を
経
済
の

礎
に
し
て
い
た
当
時
で
は
、
引
堤
に
よ
っ
て
潰
れ
た
耕

地
に
兄
合
う
代
替
地
を
ど
こ
か
で
代
わ
り
に
与
え
る

必
要
が
基
本
的
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

宝
暦
治
水
時
の
当
初
の
計
画
で
は
、
七
郷
輪
中
の

中
に
新
川
を
掘
割
る
案
が
あ
っ
た
の
に
そ
れ
が
中
止
さ

れ
た
理
由
に
、
幕
府
側
は
こ
の
難
問
題
が
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
お
り
ま
す
し
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）

に
美
濃
郡
代
瀧
川
小
右
衛
門
等
が
立
て
た
治
水
計
画

（
上
図
参
照
）
の
中
に
も
新
川
掘
割
が
あ
る
の
に
、

そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
基
礎
に
は
こ
の
難
問
が
あ
っ

た
か
ら
だ
と
い
え
ま
す
。

こ
う
し
た
課
題
は
後
に
明
治
新
政
府
の
強
力
な
支

援
と
地
元
の
人
々
の
協
力
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
時
の
立
案
者
デ
レ
ー
ケ
は
三
川
分
流
工
事

の
完
成
だ
け
で
は
な
く
、
木
曽
三
川
の
河
川
敷
の
幅

を
ほ
ぼ
倍
増
し
て
こ
の
問
題
を
解
決
。
そ
の
際
に
失

わ
れ
た
土
地
は
金
銭
で
償
わ
れ
て
い
ま
す
。

宝
暦
治
水
工
事
の
段
階
で
は
、
こ
の
よ
う
に
河
川

敷
の
拡
幅
を
し
な
い
で
、
三
川
分
流
の
構
想
に
沿
っ
て

油
島
締
切
や
大
榑
川
洗
堰
の
工
事
を
企
画
す
れ
ば
、

そ
れ
の
反
対
運
動
が
で
て
く
る
の
は
当
然
で
す
。
す
な

わ
ち
、
上
述
の
工
事
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
は
一
口
で

い
え
ば
揖
斐
川
水
系
の
流
域
で
あ
り
、
確
か
に
宝
暦

治
水
工
事
以
後
は
揖
斐
川
水
系
で
は
効
果
が
認
め
ら

れ
ま
す
（
右
頁
図
参
照
）。
し
か
し
そ
の
反
対
に
、
洪

水
時
に
大
榑
川
や
油
島
〜
松
之
木
間
か
ら
揖
斐
川
に

な
だ
れ
こ
ん
だ
水
量
だ
け
、
長
良
川
や
木
曽
川
の
排

水
が
悪
く
な
る
は
ず
で
す
。
事
実
、宝
暦
治
水
以
後
、

長
良
川
や
木
曽
川
の
中
流
域
で
は
洪
水
時
の
水
位
が

高
ま
り
、
そ
の
た
め
に
新
し
く
輪
中
を
こ
の
地
域
に

も
築
造
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に

な
る
こ
と
は
宝
暦
治
水
工
事
の
企
画
が
判
明
し
た
段

階
で
当
然
予
測
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
不
利
益
が
予
測

さ
れ
る
村
々
は
こ
の
工
事
に
対
し
て
反
対
運
動
を
始

め
ま
し
た
。
特
に
大
榑
川
洗
堰
に
よ
っ
て
直
接
影
響

を
受
け
る
対
岸
の
桑
原
輪
中
の
南
部
（
現
羽
島
市
南

部
）
は
猛
反
対
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
宝
暦
治
水

工
事
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
桑
原
輪
中
の
南
部

の
輪
中
内
に
排
水
路
（
江
川
）
を
新
設
す
る
こ
と
や

こ
の
南
部
の
低
湿
地
に
堀
田
を
造
成
す
る
こ
と
で
こ
の

地
の
村
々
を
納
得
さ
せ
、
そ
の
排
水
路
や
堀
田
の
造

成
工
事
も
薩
摩
藩
が
担
当
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
排
水
路
や
堀
田
の
造
成
に
よ
っ
て
減
少
し
た
土
地

の
補
償
の
米
を
、
受
益
の
村
々
か
ら
拠
出
す
る
約
束

も
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
封
建
制
度
の
も
と
で
、
三
川
分

流
工
事
を
実
施
す
る
に
は
難
し
い
問
題
が
あ
り
ま
し

た
。
上
述
の
他
に
も
、
木
曽
三
川
の
流
域
全
体
を
通

じ
た
治
山
・
治
水
の
体
系
が
で
き
て
い
な
く
て
、
土

砂
流
出
を
増
大
し
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

ら
は
明
治
以
降
に
解
決
さ
れ
て
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

BOOK LAND

宝
暦
治
水
の
歴
史
評
価

安
藤
萬
壽
男
氏
が
語
る
宝
暦
治
水

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

愛
知
大
学
名
誉
教
授・愛
知
産
業
大
学
総
長

文
部
省
学
術
審
議
会
専
門
委
員
、経
済
地
理
学
会
評
議
員
、愛

知
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
会
長
、愛
知
県
都
市
計
画
審
議

会
委
員
等
。多
年
に
わ
た
る
経
済
地
理
学
等
の
実
証
的
研
究

や
大
学
教
育
の
発
展
充
実
な
ど
の
貢
献
か
高
く
評
価
さ
れ
平

成
五
年「
勲
三
等
瑞
宝
章
」を
受
賞
。『
輪
中
一
そ
の
形
成
と
推

移
』な
ど
輪
中
に
関
す
る
著
書
、諭
文
多
数
。

安あ
ん
ど
う藤

萬ま

壽す

男お

輪
中
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
、
推
移
し
て

今
日
に
至
っ
た
の
か
。
輪
中
地
域
全
域
の
輪

中
形
成
過
程
を
総
合
的
体
系
的
に
明
ら
か
に

し
た
一
冊
。
第
Ⅰ
部
で
は
、
そ
の
形
成
や

進
展
に
ま
つ
わ
る
従
来
の
俗
説
を
検
討
・
批

判
し
つ
つ
、
総
論
的
モ
デ
ル
的
に
分
析
。
第

Ⅱ
部
で
は
、
輪
中
の
全
て
に
つ
い
て
、
そ
の

形
成
・
推
移
を
分
析
し
、
最
後
に
要
約
し
て

い
ま
す
。
輪
中
の
集
大
成
と
も
い
え
る
本
書

は
、
輪
中
の
中
で
生
を
う
け
た
筆
者
の
生
涯

の
テ
ー
マ
を
結
実
し
た
名
著
で
す
。 輪中─その形成と推移─

著者 安藤萬壽男
発行　大明堂　定価　3,800円

中部地建「木曽三川─その流域と河川技術」、1988,P.329による。

松原義継「本阿弥輪中」二宮書店、1977,P.109による。（原図の不明瞭部分はカット）。

安藤萬壽男「輪中─その形成と推移」大明堂、1988,P.19による。
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《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》
船頭平閘門管理所・
木曽川文庫
〒496 愛知県海部郡
 立田村福原
TEL（0567）24-6233

●木曽川文庫利用案内● 編 集 後 記
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新年明けましておめでとうございます。
日頃のご愛読に感謝し、さらに充実した内容がお
届けできますよう、編集スタッフ一同頑張ります。本
年もよろしくお願い申し上けます。
昨年12月9日、デレーケとともに明治改修を指導

したオランダ人工師・エッセルのお孫さんDr.ハンス・
エッセルが、小説「乱流」の著者三宅雅子先生ご一行
と、木曽川文庫を訪問されました。
Vol.9の編集にあたっては、藤橋村役場の皆様に大
変お世話になり、ありがとうございました。
次回は犬山市を特集。宝暦治水のコーナーではそ

の功労者たちを紹介します。期待ください。
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