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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。
秋号は飛騨川源流の村から山村の生活やダム開発を中心に
地震シリ－ズでは、近年の地震災害を特集します。
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乗
鞍
岳
と
御
嶽
の
あ
る
里

北
に
乗
鞍
岳
が
そ
び
え
、
南
に
霊
峰
御
嶽
山
を
擁

す
る
岐
阜
県
高
根
村
は
、
森
林
が
大
部
分（
九
六
％
）

と
い
う
緑
と
高
原
の
村
で
す
。
東
は
野
麦
峠
、
日
和

田
を
越
え
て
長
野
県
に
接
し
て
い
ま
す
。

こ
の
高
い
山
々
か
ら
流
れ
出
た
水
は
、
阿
多
野

あ

だ

の

郷ご
う

川が
わ

、
日
和
田

ひ

わ

だ

川が
わ

、
黍
生

き
び
ゆ
う

川が
わ

、
塩
蔵
谷

し
お
ぞ
う
だ
に

、
道ど

う

後ご

谷だ
に

と
な

り
こ
れ
ら
を
集
め
た
川

が
飛
騨
川
源
流
で
す
。

村
の
中
央
部
を
西

流
す
る
飛
騨
川
に
沿
っ

て
、国
道
三
六
一
号
が

走
り
、
沿
道
に
は
一
一

の
集
落
が
点
在
し
て
い

ま
す
。

か
つ
て
二
千
二
百
人

の
人
口
を
擁
し
た
高

根
村
も
過
疎
化
や
高

齢
化
が
進
み
、
現
在
は

八
百
人
弱
と
な
っ
て
い

ま
す
。

急
傾
斜
地
が
多
く
、

山
間
高
冷
地
で
あ
る

た
め
農
林
業
な
ど
の
第

一
次
産
業
は
き
わ
め
て

ふるさとの街・探訪記

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
記

2

飛
騨
川
源
流
が
流
れ
る
山
紫
水
明
の
高
根
村

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
記

1

厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
村
民
の
約
半
分
は
、
観
光
業
な

ど
の
第
三
次
産
業
に
就
い
て
い
ま
す
。

高
根
村
で
は
近
年
、
御
嶽
山
、
乗
鞍
岳
を
は
じ
め
と

す
る
素
晴
ら
し
い
自
然
景
観
、
白
樺
と
牛
の
草
食
む
牧

歌
的
な
高
原
景
観
、
悲
し
く
も
け
な
げ
な
女
工
哀
史

「
あ
あ
野
麦
峠
」の
舞
台
と
な
っ
た
野
麦
峠
、こ
れ
ら
の

地
域
資
源
を
活
用
し
て
、
自
然
体
験
な
ど
を
取
り
入

れ
た
観
光
事
業
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
将
来
の
発
展
を

め
ざ
し
て
い
ま
す
。

高
根
村
の
始
ま
り

高
根
村
の
歴
史
は
、
今
か
ら
約
一
万
数
千
年
前
、
御

嶽
山
の
北
麓
、
海
抜
千
三
百
ｍ
の
溶
岩
台
地
の
原
野
で

始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
時
代
は
最
終
氷
河
期
の
寒
冷
期

に
あ
た
り
、
北
海
道
は
樺
太
・
シ
ベ
リ
ア
と
陸
続
き
で
、

津
軽
海
峡
も
一
部
本
州
と
つ
な
が
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

当
時
の
気
温
は
現
在
よ
り
も
七
〜
八
度
低
く
、こ
の
地

は
ト
ウ
ヒ
、モ
ミ
、ツ
ガ
な
ど
の
亜
寒
帯
針
葉
樹
林
が
お
お

い
つ
く
し
、
獣
を
追
っ
て
北
や
南
か
ら
人
々
が
渡
来
し
た

よ
う
で
す
。こ
の
人
々
が
使
用
し
た
石
器
が
、
日
和
田
地

区
の
池
の
原
高
原
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
石
器
の

中
の「
ナ
イ
フ
形
石
器
」は
、
飛
騨
で
は
現
在
の
と
こ
ろ

下
呂
町
で
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
珍
し
い
も
の
で
す
。

石
器
の
材
料
の「
黒
曜
石
」は
長
野
県
か
ら
、「
下
呂
石
」

は
下
呂
町
か
ら
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、こ
の
こ
と

か
ら
考
え
る
と
、こ
の
こ
ろ
す
で
に
高
根
村
が
岐
阜
県

と
長
野
県
を
結
ぶ
大
切
な
道
筋
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

古
代
社
会
の
官
道
整
備

大
化
二
年（
六
四
六
）、
飛
騨
の
国
府
が
高
山
市
に

置
か
れ
る
と
、
役
人
が
通
行
す
る
た
め
の
官
道
が
整
備

さ
れ
ま
し
た
。
都
か
ら
東
国（
関
東
方
面
）への
官
道
は
、

東
山
道（
後
の
中
山
道
）で
し
た
。
飛
騨
を
通
っ
た
官
道

は「
東
山
道
・
飛
騨
支
路
」で
、
飛
騨
へ
入
っ
て
か
ら
の
経

路
は
、
次
の
通
り
で
す
。

―
金
山
町
下
原
―
中
原
―
上
原
―
竹
原
―
下
呂
―

萩
原
―
山
之
口
―
宮
―〈
高
山
〉―
朝
日
―
高
根
―

高
根
か
ら
は
長
峰
峠
か
藤
沢
峠
を
越
え
て
木
曽
へ
。

こ
の
飛
騨
支
路
は
、
大
宝
二
年（
七
〇
二
）に
東
山
道
の

「
木
曽
路
」（
美
濃
か
ら
神
坂
峠
を
越
え
て
信
濃
へ
入
る

道
）が
整
備
さ
れ
る
ま
で
、
東
山
道
の
本
道
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

官
道
の
飛
騨
の
国
へ
の
入
口
の「
下
原

し
も
は
ら

」と
出
口
に
あ

た
る「
大お

お

古ふ
る

井い

」あ
た
り
は
、「
道
の
頭か

し
ら

」、「
道
の
後し

り

」と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
は
特
に
重
要
な
所
と
さ
れ
、そ

の
土
地
の
中
心
地
に
は
神
社
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

上
ケ
洞

か
み
が
ほ
ら

の「
道ど

う

後ご

神
社

し
ん
じ
ゃ

」が
そ
れ
で
、
も
と
も
と
大
古
井

に
あ
っ
た
神
社
が
昭
和
四
二
年
、ダ
ム
の
建
設
で
水
没

す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
上
ケ
洞
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

道
後
神
社
の
建
築
は
平
安
時
代
初
期
の
こ
と
。
ま
た
、

大
正
十
五
年
に
は
、
日
和
田
高
原
の
内
ヶ
谷
か
ら
、
和

銅
元
年（
七
〇
八
）に
日
本
で
初
め
て
作
ら
れ
た「
和
同

開
珎
」と
い
う
貴
重
な
銅
銭
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
交
通

の
要
路
と
し
て
早
く
か
ら
開
け
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

ま
す
。

こ
の
こ
ろ
の
高
根
村
は
、
大
野
郡
の
中
の「
阿
拝

あ

わ

郷ご
う

」

（
現
在
の
高
根
・
朝
日
・
久
々
野
）の
一
部
で
し
た
。
飛
騨

の
国
の
税
は
、
租
の
み
で
庸
・
調
は
免
ぜ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
代
わ
り
、
賦
役
と
し
て
飛
騨

ひ

だ

工た
く
み

を
都
に
送
り
、

皇
居
や
大
寺
院
の
造
営
に
あ
た
ら
せ
て
い
ま
す
。
飛
騨

工
の
多
く
は
苦
労
し
ま
し
た
が
、
中
に
は
官
位
を
賜
っ

た
者
も
い
ま
し
た
。

争
い
を
繰
り
返
し
た
武
家
政
権

武
家
政
権
が
確
立
し
た
中
世
社
会
。
飛
騨
で
も

江
馬

え

ま

、
姉
小
路

あ
ね
の
こ
う
じ

、
京
極

き
ょ
う
ご
く

、
三
木

み
つ
き

な
ど
の
公
家
や
武
士
た

ち
が
争
い
を
続
け
、
甲
斐
の
武
田
の
軍
勢
が
高
根
か
ら

飛
騨
へ
攻
め
込
ん
だ
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

神
が
住
む
と
い
わ
れ
る
山
、
御
嶽
信
仰
が
盛
ん
に
な

っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
す
。
麓
か
ら
御
嶽
を
拝
む
た
め
の

「
四
門
」の
一
つ「
菩
提
門
」が
長
峰
峠
に
置
か
れ
、
鳥
居

も
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

中
世
社
会
に
こ
の
地
の
呼
び
方
が「
阿
拝

あ

わ

郷ご
う

」か
ら

「
阿
多
野

あ

わ

の

郷ご
う

」に
変
わ
り
、
前
の
時
代
の
官
道
の
呼
び
名

も「
鎌
倉
街
道
」と
な
り
ま
し
た
。

交
通
網
を
整
備
し
た
金
森
長
近

長
い
戦
乱
の
果
て
、
飛
騨
を
統
一
し
た
の
は
三
木
氏

で
し
た
が
、
天
正
一
四
年（
一
五
八
六
）、
豊
臣
秀
吉
の

命
令
で
飛
騨
へ
攻
め
込
ん
だ
金
森
長
近
に
よ
っ
て
滅
ぼ

さ
れ
ま
し
た
。
金
森
氏
が
飛
騨
を
治
め
た
の
は
、
元
禄

五
年（
一
六
九
二
）ま
で
の
百
七
年
間
。
以
後
、
明
治
ま

で
天
領
と
な
り
ま
し
た
。

金
森
治
世
の
大
き
な
特
徴
は
、
交
通
網
の
整
備
で

す
。
江
戸
への
表
道
と
し
て「
日
和
田
道
」、
主
と
し
て
商

業
の
道
と
し
て「
野
麦
道
」を
改
修
・
整
備
し
て
い
ま
す
。

改
修
前
の「
野
麦
道
」と
よ
ば
れ
た
信
濃
へ
の
近
道
は
、

人
が
通
れ
て
も
牛
や
馬
が
通
れ
な
い
ほ
ど
の
険
し
い
道
。

金
森
氏
は
千
二
百
ｍ
も
の
高
さ
の
山
の
中
腹
に
、
新
し

い
道
を
開
き
、
ま
た
中
之
宿
か
ら
上
ヶ
洞
ま
で
の
川
沿

い
の
新
し
い
道
を
整
し
て
上
ヶ
洞
と
日
和
田
に
は
そ
れ

ぞ
れ
に
旅
館
を
置
き
ま
し
た
。

山
村
の
生
活
と
収
入

江
戸
時
代
、
高
根
村
全
部
と
朝
日
・
小
坂
・
久
々
野

の
一
部
を
ま
と
め
て「
山
方
二
五
ヶ
村
」、
そ
の
う
ち
、

高
根
村
は
別
に「
奥
山
中
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

飛
騨
の
山
々
か
ら
切
り
出
さ
れ
る
質
の
良
い
ヒ
ノ
キ
、

ヒ
バ
、サ
ワ
ラ
な
ど
の
木
材
は「
飛
騨
材
」と
呼
ば
れ
、
名

古
屋
や
近
江
で
高
く
売
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
江
戸
城
や

名
古
屋
城
な
ど
の
建
物
に
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
幕
府
は
質
の
良
い
木
が
生
え
て
い
る
山
を

す
べ
て「
御
林
山
」と
い
う
幕
府
の
山
と
し
、
勝
手
に
木

を
切
る
こ
と
を
禁
止
し
ま
し
た
。
ま
た
、
木
の
切
り
出

し
は
計
画
的
に
行
な
い
、
切
っ
た
跡
に
は
植
林
を
続
け

ま
し
た
。
木
の
切
り
出
し
は
地
元
の
農
民
に
行
な
わ
せ
、

賃
金
が
支
払
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を「
御
救
山
元
伐

お
す
く
い
や
ま
も
と
ぎ
り

」と

い
い
、
人
々
の
大
切
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
切

り
出
し
た
材
木
は（
御
用
木
）は
、「
川
下
げ
」と
いって
飛

騨
川
に
流
し
ま
し
た
が
、こ
の
人
足
賃
も
大
切
な
収
入

で
し
た
。

し
か
し
、
御
用
木
の
切
り
出
し
が
中
止
さ
れ
た
場
合

は
、
山
稼
ぎ
、
川
稼
ぎ
の
人
々
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
生
活
に

困
窮
し
ま
す
。
そ
こ
で
幕
府
は
、
代
金
は「
安
石

や
す
こ
く

代
」

だ

い

（
時
価
の
約
四
分
の
一
の
安
い
値
段
）で
、そ
れ
も
一
年

後
に
代
金
を
支
払
え
ば
よ
い
と
い
う「
山
方
米
」を
大
量

に
山
村
へ
払
い
下
げ
ま
し
た
。
こ
の
制
度
は
幕
府
が
特

に
飛
騨
の
村
々
に
許
し
た
も
の
で
、
御
用
木
の
切
り
出

し
が
再
び
始
ま
っ
て
も
、そ
の
ま
ま
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

幕
府
は
鉱

山
の
開
発

も
奨
励
し

た
の
で
、
高

根
で
も
主

に
銅
の
鉱
山
が
あ
ち
こ
ち
で
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

牛
や
人
の
背
で
荷
物
を
運
ぶ「
牛
方
」や「
歩
荷
」も

大
事
な
仕
事
。
男
の
人
が
外
へ
出
て
稼
い
で
い
る
間
、
家

に
い
る
女
性
は
、
畑
仕
事
の
ほ
か
わ
ら
び
粉
や
く
ず
粉

づ
く
り
に
励
み
、
冬
の
麻
布
織
り
も
大
事
な
仕
事
で

し
た
。
こ
う
し
て

作
ら
れ
た
も
の
の
多

く
は
、
村
の
外
へ
売

り
出
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
末
期
の
記
録

に
よ
る
と
、
わ
ら
び

粉
は
飛
騨
の
特
産

品
の
売
り
上
げ
の
三

位
に
入
っ
て
い
ま
す
。

大
原
騒
動
と
大
飢
饉

江
戸
中
期
、
飛
騨
じ
ゅ
う
を
揺
る
が
す
大
事
件
が

起
き
ま
し
た
。
明
和
八
年（
一
七
七
一
）安
永
二
年（
一

七
七
三
）天
明
八
年（
一
七
八
八
）の
三
回
に
わ
た
っ
て

起
き
た「
大
原
騒
動
」で
す
。
明
和
騒
動
は
、
代
官
大
原

彦
四
郎
が
発
令
し
た「
御
用
木
切
り
出
し
中
止
」に
反

対
し
て
起
き
た
暴
動
。
飛
騨
の
農
民
の
代
表
が
高
山
で

寄
合
を
開
い
た
後
、
代
官
に
味
方
し
た
商
人
た
ち
の
家

を
壊
し
ま
し
た
。

安
永
騒
動
は
検
地
の
命
令
に
農
民
が
反
対
し
て
起

こ
し
た
暴
動
。
検
地
命
令
は
新
し
い
田
畑
だ
け
で
は
な

く
、
古
い
田
畑
も
調
べ
直
す
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ

に
反
対
す
る
寄
合
が
飛
騨
各
地
で
開
か
れ
、
宮
村
河

原
大
集
会
に
は
一
万
人
も
の
農
民
が
集
ま
り
ま
し
た
。

明
和
・
安
永
の
二
つ
の
騒
動
の
後
、
死
刑
二
四
名
、

島
流
し
二
七
名
を
含
め
て
、
全
部
で
九
千
八
百
十
一

人
が
罰
せ
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
高
根
村
の
犠
牲
者
は

二
名
。
最
初
の
騒
ぎ
に
加
わ
っ
た
大
古
井
の
伝
十
郎
は

高
山
で
死
刑
、
中
之
宿
の
磯
右
衛
門
は
伊
豆
の
新
島
に

流
さ
れ
、そ
こ
で
死
亡
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
騒
動
は
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
ま
し
た

が
、
そ
の
お
か
げ
で
南
飛
騨
の
山
方
百
姓（
高
根
村
と

朝
日
、
小
坂
、
久
々
野
の
一
部
）は
、こ
れ
以
後
、
毎
年
、

安
い
米
を
三
千
四
百
石
も
買
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

天
明
騒
動
は
彦
四
郎
の
子
、
大
原
亀
五
郎
郡
代
の

増
税
や
不
正
に
反
対
し
て
起
き
た
暴
動
で
す
。
こ
の
時

の
訴
え
を
幕
府
は
聞
き
入
れ
、
郡
代
は
島
流
し
に
さ

れ
、
多
く
の
役
人
な
ど
が
罰
せ
ら
れ
ま
し
た
。
農
民
側

は
死
刑
が
一
人
出
た
だ
け
で
、
あ
と
は「
お
叱
り
」と
い

う
軽
い
罰
で
す
み
ま
し
た
。

天
明
の
大
飢
饉（
一
七
八
三
〜
八
七
）と
天
保
の
大

飢
饉（
一
八
三
〇
〜
三
八
）は
高
根
村
に
も
壊
滅
的
な

被
害
を
与
え
ま
し
た
。
人
々
は
草
や
木
の
根
だ
け
で

は
な
く
、
松
の
皮
ま
で
食
べ
て
飢
え
を
し
の
ぎ
、
最
後

に
は
藁
を
塩
漬
け
に
し
て
食
べ
た
と
い
い
ま
す
。
家
族

全
部
が
死
に
絶
え
た
家
を「
潰
れ
家
」と
い
い
ま
す
が
、

飢
饉
の
終
わ
り
の
こ
ろ
の
記
録
に
は「
小
日
和
田
の
農

家
四
〇
軒
の
う
ち
十
三
軒
し
か
残
っ
て
い
な
い
」と
記

し
て
い
ま
す
。

長
峰
峠
頂
上
の
石
の
経
塚
は
天
保
十
年
と
刻
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
飢
饉
で
亡
く
な
っ
た
多
く
の
人
々
を

弔
う
た
め
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

暴
動
や
ス
ト
ラ
イ
キ
に
揺
れ
た
明
治
時
代

明
治
時
代
に
入
る
と
、こ
の
地
域
一
帯
は
、飛
騨
県
、

高
山
県
、
筑
摩
県
を
経
て
、
明
治
九
年
に
は
高
根
村
が

誕
生
。
昭
和
二
五
年
に
は
大
野
郡
に
編
入
し
現
在
の

村
を
確
定
し
て
い
ま
す
。

江
戸
幕
府
に
代
わ
り
、
明
治
元
年
に
着
任
し
た
高

山
県
知
事
梅
村
速
水
は
水
戸
藩
出
身
で
着
任
当
時
二

三
歳
。
そ
の
若
さ
と
理
想
主
義
は
県
下
の
各
方
面
で
改

革
を
性
急
に
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、こ
れ
が
人
々
の

反
発
を
招
き
ま
し
た
。
明
治
二
年
一
月
、こ
れ
ま
で
の

慣
例
と
な
っ
て
い
た
山
方
米
の
払
い
下
げ
が
な
い
こ
と
を

不
満
と
し
て
阿
多
野
・
小
坂
郷
の
農
民
は
陳
情
に
赴
こ

う
と
し
た
が
、
小
坂
郷
の
人
々
は
参
加
せ
ず
、
千
人
余

り
の
阿
多
野
郷
の
人
々
も
美
女
峠
を
越
え
て
村
に
戻
り

ま
し
た
。
こ

れ
に
対
し

梅
村
速
水

は
総
代
二

四
名
を
捕

え
、
大
砲
の

北
に
乗
鞍
、南
に
御
嶽
。

雄
大
な
自
然
の
麓
に
位
置
す
る
高
根
村
は
、岐
阜
県
が
誇
る
山
紫
水
明
の
地
。

か
つ
て
は
飛
騨
か
ら
江
戸
へ
の
本
街
道
と
し
て
重
要
な
位
置
に
あ
り
ま
し
た
。

緑
豊
か
な
山
村
の
大
半
は
森
林
で
、わ
ず
か
な
平
地
に
人
々
が
住
み
、

田
畑
を
耕
し
、山
の
仕
事
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

こ
の
高
根
村
の
生
活
が
大
き
く
変
貌
し
た
の
は
、ダ
ム
建
設
以
降
。

現
在
は
、豊
か
な
地
域
資
源
を
活
用
し
て
、

自
然
体
験
な
ど
を
活
用
し
た
観
光
開
発
を
進
め
て
お
り
、将
来
の
発
展
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

空
射
に
よ
り
威
嚇
し
ま
し
た
。
中
心
と
見
ら
れ
た
大
古

井
村
の
孫
太
郎
は
斬
首
。
そ
の
首
を
高
山
の
庁
舎
前
に

さ
ら
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、こ
の
年
は
門
松
を
飾
ら
な

か
っ
た
の
で
こ
の
事
件
を
門
松
事
件
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

梅
村
の
政
策
への
反
発
は
こ
の
年
の
二
月
に
爆
発
し
、

梅
村
方
と
見
ら
れ
た
人
々
の
家
が
打
毀
や
焼
打
に
あ
い
、

こ
の
波
は
阿
多
野
に
も
及
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
暴
動
の
責
任
に
よ
り
知
事
を
退
任
し
た
梅
村

は
、
東
京
の
牢
獄
で
病
死
し
て
い
ま
す
。
明
治
四
〇
年
に

は
高
根
銀
山
で
ス
ト
ラ
イ
キ
が
起
こ
り
、
千
余
名
が
参

加
。
こ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
警
察
官
が
派
遣
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
明
治
四
三
年
に
も
鉱
夫
一
七
〇
名
が
不
払

い
の
賃
金
の
支
払
い
を
要
求
。
山
深
い
こ
の
地
に
も
新
し

い
時
代
の
波
は
押
し
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

観
光
の
村
と
し
て
、
ダ
ム
の
村
と
し
て

野
麦
峠
は
飛
騨
と
信
濃
を
結
ぶ
峠
道
で
す
。
木
曽

義
仲
や
武
田
信
玄
も
こ
の
峠
か
ら
飛
騨
に
侵
入
し
、
明

治
時
代
に
な
る
と
野
麦
峠
は
、
飛
騨
か
ら
信
州
の
諏
訪

の
製
糸
工
場
へ
働
き
に
行
く
糸
引
き
工
女
た
ち
の
道
と

し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治

四
三
年
の
高
山
本
線
の
開
通
に
よ
り
野
麦
峠
の
利
用

者
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
阿
多
野
や
大
野
郡
・
益

田
郡
の
一
部
の
人
々
に
と
っ
て
は
重
要
な
交
通
路
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

村
の
生
活
を
大
き
く
変
え
た
の
は
ダ
ム
の
建
設
で
し

た
。
二
四
五
億
円
の
費
用
に
よ
り
昭
和
四
五
年
に
完

成
し
た
高
根
ダ
ム
は
、第
一
と
第
二
ダ
ム
か
ら
な
り
、第

一
ダ
ム
の
発
電
に
用
い
ら
れ
る
水
車
は
容
量
・
落
差
と

も
に
世
界
最
大
の
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ダ
ム
建
設
に
よ
り
村
内
の
道
路
は
整
備
さ
れ
る
一

方
、
高
原
地
帯
の
開
発
も
進
め
ら
れ
、
平
成
一
〇
年
度

か
ら
第
三
次
総
合
計
画
が
ス
タ
ー
ト
。「
御
嶽
リ
ゾ
ー

ト
開
発
」に
着
手
す
る
な
ど『
輝
く
。
高
原
地
球
村
飛

騨
た
か
ね
」を
コ
ン
セ
プ
ト
に
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
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ダ
ム
で
沈
む
土
地
は
そ
の
七
〇
％
が
国
有
林
野
。
地

域
社
会
に
与
え
る
影
響
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
高
根

村
に
は
異
論
は
な
く
、
か
ね
て
か
ら
寒
村
対
策
に
苦

慮
し
て
い
た
村
議
会
は
、
発
電
所
の
建
設
が
村
財
政

に
潤
い
を
も
た
ら
す
上
に
、
開
発
に
と
も
な
っ
て
実
施

さ
れ
る
県
道
な
ど
の
道
路
改
良
整
備
が
、
農
林
業
の

振
興
や
生
活
文
化
の
向
上
に
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら

れ
る
と
し
て
、
誘
致
に
は
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て

い
ま
し
た
。

昭
和
三
五
年
八
月
、
現
地
に
高
根
水
力
調
査
所
が

設
置
さ
れ
、
ダ
ム
サ
イ
ト
、
地
下
発
電
所
、
原
石
山
な

ど
の
調
査
と
実
施
設
計
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

間
に
電
力
需
要
の
長
期
展
望
か
ら
揚
水
式
に
変
更
さ

れ
、
翌
年
に
は
第
二
発
電
所
の
同
時
建
設
を
含
ん
だ

開
発
計
画
が
地
元
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

揚
水
式
発
電
と
は
、
上
下
に
二
つ
の
ダ
ム
を
造
り
、

一
度
発
電
に
使
っ
た
水
を
下
の
ダ
ム
に
貯
め
て
お
き
、

そ
の
水
を
余
っ
た
電
力
を
使
っ
て
ポ
ン
プ
で
上
の
ダ
ム

へ
押
し
あ
げ
て
再
利
用
す
る
構
造
で
す
。
渇
水
期
や

電
力
需
要
が
多
い
時
期
に
、
繰
り
返
し
水
が
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
計
画
が
実
施
さ
れ
る
と
村
の
中
心
部
に
あ
っ

た
日
影
・
大
古
井
地
区
の
五
六
戸
全
戸
と
、
小
・
中
学

校
各
一
校
、
農
地
二
〇
ha
が
水
没
す
る
こ
と
と
な
り
、

地
元
関
係
者
に
大
き
な
シ
ョッ
ク
を
与
え
ま
し
た
。
両

地
区
は
早
速「
第
二
ダ
ム
反
対
委
員
会
」を
結
成
し
て

激
し
い
反
対
運
動
を
展
開
、
開
発
を
希
望
す
る
村
当

局
と
鋭
く
対
立
し
、
村
長
の
説
得
に
も
応
じ
る
構
え

を
み
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

事
態
を
憂
慮
し
た
地
元
選
出
の
国
会
議
員
や
県
会

議
員
は
、
誠
意
あ
る
補
償
条
件
と
し
て
関
係
者
の
説

得
に
奔
走
。
昭
和
三
七
年
に
は
村
が「
高
根
ダ
ム
対
策

委
員
会
」地
元
が「
高
根
第
二
ダ
ム
水
没
対
策
委
員

会
」を
結
成
し
、
共
同
で
中
部
電
力
と
の
積
極
的
な
交

渉
が
続
き
ま
し
た
。

昭
和
三
八
年
、
中
部
電
力
か
ら
出
さ
れ
た「
高
根

計
画
」（
水
を
発
電
だ
け
に
使
う
案
）が
国
の「
電
源
開

発
調
整
審
議
会
」で
認
め
ら
れ
、
昭
和
四
〇
年
、
中
電

の「
高
根
水
力
建
設
所
」が
開
か
れ
て
、
工
事
が
始
ま

り
ま
し
た
。

水
没
と
補
償

高
根
第
二
ダ
ム
の
建
設
に
よ
り
、
水
没
な
ど
に
よ

る
住
家
の
移
転
は
五
六
戸
、
買
収
を
必
要
と
す
る
土

地
は
二
五
七
ha
、
水
没
し
た
主
な
公
共
施
設
小
学

校
・
中
学
校
・
教
員
宿
舎
・
畜
産
セ
ン
タ
ー
・
神
社
・
寺

院
・
県
道
高
山
福
島
線
の
一
部
な
ど
で
、
当
時
の
飛
騨

川
流
域
に
お
け
る
、
水
力
開
発
史
上
最
大
の
も
の
で

し
た
。

村
外
へ
移
転
す
る
両
地
区
の
人
々
や
、
原
石
山
の
工

事
の
た
め
に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
十
三

軒
の
人
々
は
、
そ
れ
ま
で
牛
の
放
牧
や
わ
ら
び
粉
の
生

産
に
使
っ
て
い
た
共
有
地
を
使
え
な
く
な
る
だ
け
で
な

く
、
新
し
い
仕
事
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
れ
は
漁
業
組
合
も
同
様
で
、ア
マ
ゴ・
イ
ワ

ナ
・ニ
ジ
マ
ス
・
ア
ユ
な
ど
を
放
流
し
て
い
た
十
三
km
に

及
ぶ
漁
場
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
損
害
補
償
に
つ
い
て
、
昭
和
三
八
年
以
後
、

村
と
地
元
の
対
策
委
員
会
と
中
電
と
の
間
で
折
衝
が

続
け
ら
れ
、
次
々
と
解
決
し
て
い
き
ま
し
た
。

二
五
七
ha
の
土
地
に
つ
い
て
は
満
足
な
金
額
で
買
い

上
げ
ら
れ
、
五
六
軒
の
家
へ
も
い
ろ
い
ろ
な
補
償
金
が

支
払
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
九
〇
％
が
高
山
市
へ
移

転
し
て
い
ま
す
。

大
古
井
に
あ
っ
た
道
後
神
社
は
古
い
歴
史
を
持
つ

由
緒
あ
る
神
社

で
し
た
が
、
昭
和

四
〇
年
、
上
ヶ
洞

の
神
明
神
社
に

合
祀
さ
れ
ま
し

た
。こ

の
神
社
は

水
没
集
落
の
産

土
神
で
、
境
内
の

四
至（
四
隅
）に

は
樹
齢
千
年
と

い
う
四
本
の
大

杉
が
そ
び
え
て

い
ま
し
た
。
こ
の
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険
し
い
山
々
と
わ
ず
か
な
耕
地
。

緑
豊
か
な
高
根
村
の
歴
史
は
、ま
さ
に
厳
し
い
自
然
と
の
闘
い
。

中
部
電
力
に
よ
る
高
根
発
電
所
の
開
発
計
画
は
、寒
村
対
策
を
克
服
す
る
電
力
事
業
。

水
没
に
よ
る
大
き
な
犠
牲
を
払
い
ま
し
た
が
、

電
力
の
一
般
供
給
や
道
路
改
修
な
ど
、村
の
将
来
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。

四
本
の
神
木
の

う
ち
三
本
が
江

戸
末
期
に
幕
府

の
命
令
で
切
り

倒
さ
れ
ま
し
た

が
、
一
本
だ
け

は
残
っ
て
い
ま
し

た
。合

祀
に
あ
た

り
、
こ
の
木
を

切
っ
て
五
十
棟

の
神
棚
を
作
り

離
村
す
る
氏
子

へ
配
り
ま
し
た
。

日
影
の
誓
願
寺
は
、

享
保
九
年（
一
七
二
四
）

に
創
建
さ
れ
た
古
い
寺

で
、
六
五
戸
の
檀
家
を

も
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

寺
も
民
家
の
移
転
と
と

も
に
高
山
市
へ
新
築
移

転
し
ま
し
た
。

高
根
小
学
校
・
高
根
中
学
校
の
旧
校
舎
は
水
没
に

よ
り
中
電
の
手
で
現
在
地
に
新
築
さ
れ
、
両
校
舎
と

も
近
代
的
な
施
設
、
設
備
を
備
え
た
も
の
に
生
ま
れ

変
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
工
事
に
関
連
し
た
公
共
補
償
と
し
て
高
根
村

全
地
区
が
、
中
電
か
ら
の
電
気
の
一
般
供
給
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
工
事
が
も
た
ら
し
た

恩
恵
の
一
つ
で
し
た
。

工
事
で
賑
う
高
根
銀
座

昭
和
四
〇
年
の
工
事
開
始
と
同
時
に
輸
送
道
路

の
新
設
改
修
及
び
仮
設
備
工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。

工
事
に
使
用
す
る
主
要
資
材
や
機
器
類
は
、
中
電
の

も
の
だ
け
で
約
二
〇
万
ｔ
。
こ
れ
ら
の
機
材
を
運
び

入
れ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
車
線
の
県
道
で

は
役
に
立
た
ず
、
路
線
拡
幅
、
退
避
所
増
設
、
線
形

改
良
、
橋
梁
補
強
な
ど
の
大
工
事
が
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
一
方
、
高
山
線
も
単
線
で
あ
っ
た
た
め
、
莫
大

な
資
材
を
円
滑
に
輸
送
す
る
た
め
の
列
車
運
行
は
困

難
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
白
川
口
駅
付
近
と
禅
昌
寺

駅
の
二
ヶ
所
に
退
避
側
線
が
新
し
く
設
け
ら
れ
、

久
々
野
駅
に
も
中
電
専
用
線
が
造
ら
れ
ま
し
た
。

工
事
が
最
盛
期
に
入
っ
た
昭
和
四
二
年
〜
四
三
年

頃
に
は
、
村
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
活
気
を
呈
し
ま

し
た
。
上
ヶ
洞
に
は
飲
食
店
、
衣
料
品
店
、パ
チ
ン
コ

店
、
映
画
館
な
ど
四
二
軒
が
建
ち
並
び
、「
高
根
銀

座
」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
店
で
の
売
上
は
、

昭
和
四
三
年
に
二
億
円
以
上
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

昭
和
四
四
年
、
工
事
が
終
わ
り
に
近
づ
く
と
工
事

関
係
者
が
ほ
か
の
工
事
現
場
へ
移
動
し
始
め
、
昭
和

四
六
年
を
過
ぎ
る
と
、
高
根
銀
座
も
も
と
の
静
け
さ

に
戻
り
ま
し
た
。

ダ
ム
は
大
切
な
村
の
財
産

第
一
発
電
所
の
四
つ
の
発
電
機
が
運
転
を
開
始
し

た
の
は
昭
和
四
四
年
で
し
た
。

第
一
発
電
所
の
発
電
力
は
三
四
万
kw
で
、
中
部
電

力
飛
騨
川
筋
の
発
電
所
の
中
で
は
最
大
で
す
。
第
一
ダ

■
参
考
文
献

『
高
根
村
史
』

高
根
村

『
わ
た
し
た
ち
の
高
根
村
』

高
根
村
教
育
委
員
会

『
地
域
活
性
化
戦
略
』

（財）
岐
阜
県
産
業
文
化
振
興
事
業
団

「
自
然
を
活
か
し
た
観
光
地
の
村
」

高
根
村
の
豊
富
な
自
然
を
観
光
面
に
生
か
し

て
、
村
に
発
展
を
考
え
よ
う
と
す
る
動
き
は
昭
和

四
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
頻
繁
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ダ

ム
工
事
で
の
資
金
が
道
路
改
良
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
、
村
外
の
人
々
を
招
き
入
れ
る
見
通
し
が

立
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

緑
豊
か
な
自
然
環
境
は
、
一
方
で
人
々
を
苦
し

め
る
大
き
な
要
因
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
山
の
深

さ
や
冬
の
雪
、
夏
の
涼
し
さ
が
現
在
の
都
会
の
人
々

が
求
め
て
い
る
も
の
な
の
で
す
、
そ
れ
に
加
え
、
壮

大
な
高
原
や
澄
ん
だ
谷
川
の
流
れ
、
深
い
原
生
林
、

清
ら
か
な
空
気
、
北
ア
ル
プ
ス
な
ど
の
高
い
山
々
を

仰
ぐ
素
晴
ら
し
い
眺
め
、
素
朴
な
村
里
の
姿
、
ど
れ

一
つ
を
と
っ
て
も
都
会
の
人
々
の
憧
れ
を
満
た
さ
な

い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

昭
和
四
八
年
、
村
は「
高
根
村
観
光
開
発
計
画
」

を
策
定
し
、
現
在
の
自
然
の
姿
や
人
々
の
生
活
を

壊
さ
な
い
よ
う
な
観
光
開
発
を
行
な
う
こ
と
に
よ

り
、
村
の
活
性
化
を
め
ざ
し
ま
し
た
。

特
に
高
根
観
光
開
発
公
社
で
力
を
入
れ
て
い
る

の
は
、
映
画
で
一
躍
有
名
に
な
っ
た
野
麦
峠
で
す
。

他
に
も
高
根
村
に
は
、
優
れ
た
景
観
や
森
林
を
活

か
し
た
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場（
日
和
田
高
原
キ
ャ
ン
プ

場
、ア
イ
ミ
ッ
ク
ス
自
然
村
南
乗
鞍
オ
ー
ト
キ
ャ
ン

プ
場
、
無
印
良
品
南
乗
鞍
キ
ャ
ン
プ
場
）が
あ
り
、

夏
場
を
中
心
に
利
用
者
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。

平
成
一
〇
年
一
一
月
に
は
、
御
嶽
山
麓
に
待
望

の
チ
ャ
オ
御
岳
ス
ノ
ー
リ
ゾ
ー
ト
が
オ
ー
プ
ン
。
こ
の

ス
キ
ー
場
の
特
徴
は
、
標
高
二
千
二
百
ｍ
か
ら
千

八
百
ｍ
の
ゲ
レ
ン
デ
で
、
全
国
で
も
有
数
の
高
さ
を

誇
る
コ
ー
ス
ト
ッ
プ
で
あ
り
、
八
人
乗
り
ゴ
ン
ド
ラ
や

ス
キ
ー
や
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
が
全
面
滑
走
で
き
る
コ
ー

ス
が
五
本
あ
り
ま
す
。
御
嶽
や
乗
鞍
岳
が
一
望
で

き
る
素
晴
ら
し
い
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
パ
ウ
ダ
ー
ス
ノ
ー

と
呼
ば
れ
る
雪
質
が
人
気
を
呼
び
、
オ
ー
プ
ン
当
初

か
ら
多
く
の
人
々
で
賑
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

厳
し
く
も
豊
か
な
自
然
環
境
を
村
の
財
産
に
、

観
光
に
力
を

い
れ
る
高
根

村
。
そ
う
し

た
成
果
は
チ

ャ
オ
御
岳
ス

ノ
ー
リ
ゾ
ー

ト
を
は
じ

め
、
多
く
の

観
光
施
設
を

訪
れ
る
人
々

の
笑
顔
が
物

語
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

ム
の
高
さ
は
一
三
三
ｍ
も
あ
り
、
馬
瀬
川
第
一
ダ
ム

（
岩
屋
ダ
ム
）の
一
一
八
ｍ
よ
り
も
高
く
第
一
位
で
す
。

高
根
ダ
ム
の
建
設
は
村
の
環
境
を
大
き
く
変
貌
さ

せ
る
一
方
、
ダ
ム
に
よ
る
水
没
補
償
や
ダ
ム
に
関
係
し

た
寄
付
金
な
ど
が
村
の
財
政
を
潤
し
、
村
民
の
生
活

や
文
化
を
高
め
る
た
め
に
大
き
な
働
き
を
し
ま
し
た
。

ま
た
、
工
事
が
終
わ
っ
た
昭
和
四
五
年
か
ら
は
、

そ
れ
ま
で
の
村
の
税
収
入
の
約
二
〇
倍
以
上
の「
中

電
固
定
資
産
税
」が
継
続
し
て
入
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
昭
和
五
〇
年
の
村
の
予
算
は
四
億
六
千
万

円
。
こ
れ
は
終
戦
の
年
の
村
の
予
算
の
約
二
万
倍
以

上
で
す
。

こ
の
た
め
、
村
は
、
教
育
・
文
化
・
福
祉
・
産
業
な

ど
の
業
務
を
国
や
県
の
援
助
が
な
く
て
も
進
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
工
事
の
た
め
に
改
修
さ
れ
た
道
路
も
村
の
発

展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

多
目
的
ダ
ム
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ

水
力
発
電
は
経
済
の
発
展
に
つ
れ
て
発
達
し
、
大

正
時
代
の
全
国
平
均
は
毎
年
二
〇
万
kw
、
昭
和
に
入

っ
て
一
〇
年
代
ま
で
に
は
毎
年
四
〇
万
kw
の
割
合
で
増

加
を
続
け
て
い
ま
し
た
。

終
戦
の
混
乱
が
終
息
の
兆
し
を
み
せ
た
昭
和
二
五

年
に
は
、
災
害
の
防
除
、
食
料
の
増
産
、
電
力
の
開
発

を
最
大
主
眼
と
し
た
国
土
総
合
開
発
法
が
制
定
さ

れ
、
経
済
基
盤
の
育
成
に
必
要
で
あ
る
電
力
と
治
山

治
水
に
結
び
つ
く
河
川
総
合
開
発
法
の
施
行
を
契
機

と
し
て
、
多
目
的
ダ
ム
に
よ
る
河
川
の
総
合
開
発
業
務

が
全
国
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

飛
騨
川
に
お
い
て
は
飛
騨
川
水
系
一
貫
開
発
計
画

作
成
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
高
根
・
馬
瀬
川
な
ど
の
開

発
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

高
根
ダ
ム
の
建
設
計
画

昭
和
二
九
年
、

中
部
電
力
に
よ
る

「
高
根
発
電
所
」建

設
の
た
め
の
調
査

が
始
ま
り
ま
し
た
。

上
ヶ
洞
の
山
合

い
に
、
巨
大
な
ダ
ム

を
造
り
、そ
の
水
で

地
下
発
電
を
す
る

と
い
う
雄
大
な
計

画
で
し
た
。

日影・大古井集落のあと

道後神社最後の大祭

旧高根中学校

チャオ御岳スノーリゾート

拡幅工事

誓願寺（本堂） 高根ダム

旧高根小学校



集
落
の
地
名
と
も
な
っ
て
い
る

野
麦
と
は
、
野
生
の
麦
で
は
な
く
、

峠
の
一
面
に
群
生
す
る
熊
笹
の
こ

と
。
麓
の
村
が
凶
作
に
な
る
秋
に

は
、
不
思
議
に
も
こ
の
笹
の
根
か

ら
稲
に
似
た
穂
が
で
て
、
わ
ず
か

ば
か
り
の
実
を
つ
け
る
そ
う
で
す
。

米
が
育
た
な
い
飛
騨
の
山
里
の

こ
と
。
飢
え
た
人
々
は
我
先
に
と

そ
の
実
を
と
り
、
腹
の
足
し
に
し

た
そ
う
で
す
。
そ
の
味
が
麦
に
似

て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
々
は
笹
麦
と

呼
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
、
野
麦
の
名
も
生
ま
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
寒
さ
厳
し
き
飛
騨
の
国
を
物
語
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
す
。

こ
の
野
麦
街
道
は
平
安
の
世
に
整
備
さ
れ
た
官
用

道
路
。
乗
鞍
や
御
嶽
に
比
べ
れ
ば
、
比
較
的
緩
や
か

な
野
麦
峠
は
、
街
道
の
条
件
を
整
え
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
と
は
い
え
、
幅
一
ｍ
に
も
満
た
な
い
街
道
は
、
牛

一
頭
、
馬
一
頭
が
通
る
の
に
や
っ
と
の
広
さ
。
一
歩
で

も
足
を
踏
み
は
ず
せ
ば
、
奈
落
の
底
と
い
う
難
所
で
、

ま
さ
し
く
命
を
賭
け
て
の
道
行
き
で
あ
っ
た
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。

別
称
鎌
倉
街
道
、
江
戸
街
道
と
呼
ば
れ
た
野
麦
街

道
は
牛
方
や
歩
荷
が
行
き
交
う
重
要
な
幹
線
道
路
。

源
氏
再
興
の
折
り
、
木
曽
義
仲
が
軍
馬
を
走
ら
せ
た

の
も
、
下
剋
上
の
時
代
、
上
杉
謙
信
の
越
中
侵
入
を

牽
制
す
る
た
め
、
武
田
信
玄
が
全
軍
を
率
い
た
の
も

こ
の
道
で
し
た
。

近
世
に
な
る
と
交
易
の
道
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
物

資
が
運
ば
れ
、
野
麦
峠
の
入
口
の
野
麦
集
落
に
は
、

問
屋
や
宿
場
が
軒
を
並
べ
、
米
が
と
れ
な
い
集
落
で

し
た
が
、
財
を
な
し
た
商
人
も
い
た
そ
う
で
す
。

美
し
い
野
麦
峠
に
眠
る
悲
話

明
治
か
ら
大
正
の
初
期
に
か
け
て
、
飛
騨
の
農

家
の
娘
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
信
州
へ
糸
引
き
に
出

か
け
て
い
ま
し
た
。
二
月
の
末
、
飛
騨
の
各
地
か
ら

高
山
に
集
ま
っ
た
乙
女
の
大
部
隊
は
、
美
女
峠
か
ら

朝
日
村
を
抜
け
、
中
之
宿
や
上
ヶ
洞
、
野
麦
集
落

な
ど
に
泊
ま
っ
て
、
幾
日
も
か
か
り
、
時
と
し
て
雪

崩
が
起
き
る
山
や
二
ｍ
も
積
も
っ
た
雪
と
闘
い
な

が
ら
、
野
麦
峠
を
越
え
て
い
き
ま
し
た
。

縞
の
着
物
に
ネ
ル
の
腰
巻
、
手
甲
脚
半
、
お
高
祖

頭
巾
、
肩
か
け
、
古
足
袋
に
わ
ら
じ
、
信
玄
袋
を
肩

に
か
け
た
の
が
彼
女
た
ち
の
道
中
姿
。

工
女
宿
を
出
る
の
は
早
朝
三
時
。
一
列
に
並
ん
だ

乙
女
た
ち
は
、
三
人
に
一
本
づ
つ
の
松
明
を
手
に
、
氷

雪
の
世
界
へ
の
道
行
き
を
始
め
た
の
で
し
た
。

容
赦
な
く
ふ
ぶ
く
雪
の
嵐
は
、
吐
く
息
さ
え
た
ち

ど
こ
ろ
に
凍
ら
せ
て
し
ま
う
厳
し
さ
で
す
。
わ
ら
じ

に
は
雪
玉
が
食
ら
い
つ
き
、
凍
て
付
い
た
着
物
は
氷

の
ヤ
ス
リ
と
な
っ
て
、
娘
た
ち
の
柔
肌
を
痛
め
つ
け
、

し
た
た
り
落
ち
た
鮮
血
は
峠
の
雪
を
赤
く
染
め
て
い

た
そ
う
で
す
。

行
こ
か
信
州
へ
戻
ろ
か
飛
騨
へ

こ
こ
が
思
案
の
野
麦
峠

野
麦
峠
が
海
な
ら
よ
か
ろ

い
と
し
殿
御
と
船
で
越
す

野
麦
峠
の
石
地
蔵
様
は

お
ら
が
た
め
に
は
守
り
神

難
儀
し
て
い
く
吹
雪
の
道
や
製
糸
工
場
で
の
長
く

単
調
な
糸
繰
り
作
業
を
ま
ぎ
ら
わ
す
た
め
、
歌
い
継

が
れ
た「
糸
繰
り
歌
」。
も
と
も
と
諏
訪
一
帯
の
労
働

歌
で
し
た
が
、
糸
引
工
女
た
ち
の
手
に
な
っ
て
か
ら

は
、
氷
雪
の
野
麦
越
え
の
苦
し
さ
、
奴
隷
的
な
苦
役

の
辛
さ
を
、
歌
に
込
め
た
の
で
し
ょ
う
。

結
核
に
苦
し
み
、
血
を
吐
き
な
が
ら
、
納
戸
の
片

隅
で
息
た
え
た
少
女
や
、
厳
し
い
吹
雪
の
峠
越
え
に

耐
え
切
れ
ず
、
千
尋
の
底
へ
呑
み
込
ま
れ
た
少
女
は

後
を
断
た
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

富
国
強
兵
策
を
徹
底
し
た
明
治
政
府
を
底
辺
で

高・根・村・の・歳・時・記

◆高根特産、トーモロコシオーナー制度◆

イワナに山菜、ソバ、搾りたての牛乳などなど、高根村には美味し

いものがたくさんありますが、トーモロコシもその一つ。高原で育て

るため、気温の落差によって糖度が増し、飛騨牛の良質堆肥を使う

ため、栄養たっぷりのトーモロコシが収穫できます。もちろん、愛情入

りだから美味しさは太鼓判。毎年春には県内を中心に愛知県、静岡

県、大阪府、関東地方などでオーナーを募集。こうして応募したオー

ナーは、8月末に開催される「タカネコーン収穫祭」で思う存分トーモ

ロコシを堪能することができます。この日は飛騨牛のバーベキューや

イワナのつかみ取りなど、盛大な交流会も実施されます。

気ままにJOURNEY

気
ま
ま
にJOURNEY
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乗鞍岳�

中部山岳国立公園�

無印良品�
南乗鞍オート�
キャンプ場� 野麦峠の館�

杣ヶ池�

日本一かがり火�
まつり会場�

留之原�
ちんまが池�高根中学校�

御 岳�チャオ御岳スノーリゾート�

高根小学校�

アイミックス自然村�
南乗鞍オートキャンプ場�

高根村役場�

塩沢温泉�

お助け小屋�

野麦の館�

野
麦
峠�

国
道
3�
6�
1
号�

高根第二ダム�

高根第一ダム�

高 根 村　ＥＶＥＮＴ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
■野麦峠山開き（野麦峠）………………………………………5月1日

■日本一かがり火まつり（日和田高原）…………毎年8月第1土曜日

■日和田地区例祭（一位の森八幡神社・森越神社）…8月12日～13日

■中洞地区例祭（中洞八幡神社）………………………………8月14日

■池ヶ洞地区例祭（津島神社）………………………………8月14日

■野麦地区例祭（熊野神社）…………………………………8月14日

■中之宿地区例祭（中之宿猪ノ鼻八幡神社）………………8月15日

■黍生地区例祭（黍生八幡神社）………………………………9月3日

■上ヶ洞地区例祭（道後神社）…………………………9月第1土曜日

■阿多野郷地区例祭（阿多野郷八幡神社）……………9月第1土曜日

支
え
た
糸
引
工
女
の
日
々
。
た
っ
た
一
つ
の
生
命
を
代

償
に
、
家
計
を
支
え
た
少
女
た
ち
の
青
春
の
日
々
。

あ
れ
か
ら
ほ
ぼ
一
世
紀
が
過
ぎ
た
今
、
野
麦
峠
は

そ
の
美
し
い
姿
を
今
も
空
に
写
し
出
し
て
い
ま
す
。
冬

の
往
復
に
工
女
た
ち
が
つ
か
の
間
の
憩
い
を
求
め
た

峠
の「
お
助
け
小
屋
」は
、レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
し
て
復
元
。

野
麦
峠
の
頂
上
に
は
映
画
監
督
山
本
茂
実
氏
の
努
力

で「
記
念
碑
」が
、
展
望
台
に
は
ヒ
ロ
イ
ン
を
演
じ
た

吉
永
小
百
合
の
寄
付
で

「
政
井
み
ね
の
碑
」が
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
工
女
た
ち
の

生
活
を
偲
ぶ
の
が
日
本

唯
一
の
峠
資
料
館「
野

麦
峠
の
館
」。
峠
を
越
す

工
女
た
ち
の
守
り
神
で

あ
っ
た
峠
の
地
蔵
堂
も
、

時
代
の
涙
を
伝
え
る
よ

う
に
街
道
脇
に
ポ
ツ
ン

と
た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。

涼
し
い
風
が
木
立
を
吹
き
抜
け
る
と
、
季
節
は
あ

っ
と
い
う
間
に
氷
点
下
の
世
界
へ
。
白
い
ベ
ー
ル
に
お

お
わ
れ
た
雪
山
に
眠
る
工
女
の
涙
を
、
私
た
ち
は
忘

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

幻
想
的
な
日
本
一
か
が
り
火
ま
つ
り

悪
条
件
だ
っ
た
自
然
環
境
を
逆
手
に
と
っ
て
、
観
光

の
村
と
し
て
再
生
を
願
う
高
根
村
。
工
女
た
ち
が
越

え
た
野
麦
峠
も
大
切
な
財
産
で
す
が
、
こ
の
村
を
一

躍
有
名
に
し
た
の
が
、「
日
本
一
か
が
り
火
ま
つ
り
」で

す
。祭

り
は
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
真
夏
の
夜
の
炎

の
饗
宴
で
す
。
白
樺
が
美
し
い
日
和
田
高
原
の
白
龍

神
社
で
行
な
わ
れ
ま
す
。
こ
の
付
近
に
あ
る
杣
ヶ
池

は
雨
乞
い
の
大
白
竜
伝
説
を
伝
え
る
聖
域
で
あ
り
、

村
人
た
ち
の
信
仰
の
地
。

天
を
焦
が
す
火
柱
は
山
の
神
の
化
身
の
よ
う
に

煌
々
と
燃
え
上
が
り
、
千
基
の
か
が
り
火
は
闇
の
中

か
ら
白
樺
林
と
御
嶽
を
浮
き
上
が
ら
せ
て
、
人
々
を

神
秘
と
幻
想
の
世
界
に
包
み
込
み
ま
す
。

毎
年
八
月
第
一
土
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
こ
の
ま
つ

り
は
、
御
嶽
の
裾
野
で
採
火
さ
れ
た
御
神
火
を
杣
ヶ

池
周
辺
の
か

が
り
火
に
移

し
、
先
着
千
名

の
松
明
行
列

に
続
い
て
、
二

〇
ｍ
の
大
白

竜
が
力
強
く

舞
う
中
、
獅
子

舞
や
太
鼓
が

繰
り
広
げ
ら

れ
ま
す
。
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
に

近
づ
く
と
、
高
さ
一
五
ｍ
の
大
か
が
り
火
一
基
、
九

ｍ
の
か
が
り
火
二
基
が
一
気
に
燃
え
上
が
り
、
そ
の

美
し
さ
に
会
場
は
興
奮
の
渦
。
か
が
り
火
が
パ
チ
パ

チ
音
を
立
て
て
燃
え
上
が
る
中
、
夜
空
い
っ
ぱ
い
に
高

原
花
火
が
打
ち
上
が
り
、
名
実
と
も
に
日
本
一
の
か

が
り
火
祭
典
は
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
迎
え
ま
す
。

こ
の
祭
り
は
村
人
た
ち
が
頭
を
ひ
ね
っ
て
生
み
出

し
た
も
の
。
高
根
村
と
火
の
関
わ
り
は
深
く
、
野
焼

き
の
焼
き
畑
農
業
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
牧
場
で
は

野
焼
き
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
御
嶽
、
乗
鞍
岳

を
望
む
高
原
で
は
木
曽
馬
や
牛
が
放
牧
さ
れ
て
お

り
、
春
先
に
は
牧
場
で
野
焼
き
を
し
て
、
雑
木
の
処

理
や
牧
場
の
害
虫
駆
除
を
し
、
放
牧
で
き
る
環
境
を

整
え
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
広
大
な
牧
場
で
は
牛
の
安

全
と
冬
場
の
肥
育
に
対
す
る
労
苦
の
慰
労
を
兼
ね
て

酒
を
飲
み
交
わ
す
牧
場
祭
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
野

焼
き
と
牧
場
祭
を
ヒ
ン
ト
に
生
み
出
さ
れ
た
の
が
日

本
一
か
が
り
火
ま
つ
り
で
す
。

人
口
千
人
に
も
満
た
な
い
村
に
訪
れ
る
観
光
客
は

約
三
万
人
。
こ
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
に
村
民
す
べ
て
が

参
加
し
、
一
人
二
役
も
三
役
も
こ
な
す
と
い
う
火
事

場
の
馬
鹿
力
は
山
国
の
過
酷
な
自
然
に
耐
え
た
飛
騨

の
人
々
だ
か
ら
こ
そ
、
発
揮
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

辺
境
と
い
う
名
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
と
い

う
財
産
と
と
も
に
生
き
る
高
根
の
人
々
は
、
父
の
よ

う
な
厳
し
さ
と
母
の
よ
う
な
温
も
り
を
も
つ
自
然
本

来
の
姿
を
身
体
で
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

野
麦
峠
の
頂
上
ま
で
、
石
段
の
道
を
一
歩
一
歩
登

れ
ば
確
か
に
膝
は
笑
う
け
ど
、
身
体
の
芯
か
ら
満
足

と
い
う
言
葉
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。
秋
風
は

額
に
に
じ
ん
だ
汗
を
拭
き
と
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
ん

な
簡
単
な
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
で
は
と
て
も
と
て
も
飛
騨
の

人
々
の
足
下
に
も
及
ば
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も

額
に
汗
す
る
こ
と
で
、
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
優
し
さ

を
お
す
そ
分
け
し
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
そ
ん
な
心
地

よ
さ
が
身
体
も
心
も
包
み
こ
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

熊
笹
が
群
生
す
る
野
麦
峠

野
麦
街
道
が
走
る
高
根
村
へ
は
、Ｊ
Ｒ
高
山
駅
か

ら
上
ヶ
洞
行
き
濃
飛
バ
ス
に
乗
っ
て
約
一
時
間
二
〇

分
。
格
子
戸
の
商
家
が
立
ち
並
ぶ
高
山
を
越
え
、

久
々
野
を
抜
け
る
と
そ
こ
か
ら
先
は
、
ま
さ
に
山
紫

水
明
を
満
喫
す
る
バ
ス
の
旅
。
と
は
い
え
、
断
崖
絶
壁

に
へ
ば
り
つ
い
た
国
道
を
事
も
な
げ
に
走
る
バ
ス
に
、

思
わ
ず
冷
や
汗
。
山
道
が
苦
手
な
都
会
の
ド
ラ
イ
バ

ー
に
は
、
ち
ょ
っ
と
真
似
の
で
き
な
い
お
手
な
み
で
す
。

道
路
が
整
備
さ
れ
た
今
で
さ
え
険
し
い
こ
の
山
道
を
、

厳
し
さ
も
優
し
さ
も
、

自
然
と
と
も
に
生
き
る
人
々

ま
だ
あ
ど
け
さ
な
が
残
る
糸
引
き
工
女
た
ち
は
、
ど

ん
な
想
い
で
越
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

空
に
向
か
っ
て
屹
立
す
る
山
々
。
Ｖ
字
型
に
切
れ

こ
ん
だ
急
俊
な
渓
谷
。
人
を
押
し
返
し
て
し
ま
う
よ

う
な
厳
し
い
自
然
環
境
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
女
工
哀
史

の
よ
う
な
悲
話
を
生
み
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。

「
あ
あ
、
飛
騨
が
見
え
る
」

こ
の
言
葉
を
残
し
て
短
い
生
涯
を
終
え
た
政
井
み

ね
。
映
画「
あ
あ
野
麦
峠
」の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
そ
ん
な
厳

し
い
ふ
る
さ
と
で
さ
え
、
焦
が
れ
て
や
ま
な
か
っ
た
の

で
す
。

ふ
る
さ
と
の
山
、
ふ
る
さ
と
の
川
。
人
々
が
求
め
て

止
ま
な
い
原
風
景
は
、
父
の
よ
う
な
厳
し
さ
と
母
の

よ
う
な
優
し
さ
を
た
た
え
た
高
根
の
山
々
に
眠
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

●
　
　
●
　
　
●

野
麦
峠
。
標
高
一
六
七
二
ｍ
。

飛
騨
の
高
山
と
信
州
松
本
を
結
ぶ
全
長
一
一
四
㎞

に
及
ぶ
野
麦
街
道
の
ほ
ぼ
中
央
、
最
高
地
に
位
置
す

る
峠
道
で
す
。

かがり火まつり

お助け小屋

政井みねの墓

かがり火まつり開催地、日和田高原の白龍神社

松
明
を
手
に
氷
点
下
の
世
界
を
行
く
乙
女
た
ち
。

凍
て
付
い
た
着
物
は
氷
の
ヤ
ス
リ
と
な
っ
て
、

工
女
の
柔
肌
を
容
赦
な
く
切
り
刻
み
、

ひ
ゅ
う
ひ
ゅ
う
と
う
な
る
吹
雪
は
、

松
明
の
炎
さ
え
か
き
消
し
て
し
ま
う
。

そ
ん
な
野
麦
の
里
も
、
実
り
の
秋
。

木
立
を
抜
け
る
風
は
い
っ
そ
う
碧
く
、

旅
人
の
髪
を
か
き
あ
げ
る
。

女
工
哀
史
の
時
代
か
ら
ほ
ぼ
百
年
。

高
根
に
は
、
優
し
い
季
節
が
流
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

野麦峠展望台への道　　

●お問い合せ●�

●交通のご案内●�

◆高根村役場�

◆名古屋方面からお車をご利用の方�

◆高山方面からお車をご利用の方�

◆公共交通機関をご利用の方�

〒509-3492 岐阜県大野郡高根村上ヶ洞�
ＴＥＬ0577-59-2211　　　FAX0577-59-2555

名古屋� 中津川IC 木曽福島�
中央自動車道� R19 R361

高山� 久々野町�
R41 R361

名古屋� 高　山�
飛騨バス高山（約1時間20分）�JR高山線（約2時間30分）�

高
根
村�

上ヶ洞�



巨
大
地
震
が
発
生
す
る

巨
大
地
震
銀
座
。
で
は
、

こ
の
地
域
一
帯
を
襲
っ
た

代
表
的
な
巨
大
地
震
を

挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

西
暦
六
八
四
年
、
紀

伊
半
島
を
襲
っ
た
最
古
の

南
海
地
震
。
日
本
書
紀

に
よ
れ
ば
、
四
国
沖
合
い

に
巨
大
地
震
が
発
生
し
、

土
佐
で
は
田
畑
が
約
一

二
h
沈
下
し
て
海
と
な

り
、
同
時
に
猛
烈
な
津

波
が
襲
っ
て
き
た
よ
う
で

す
。
こ
の
地
震
の
規
模
は
推
定
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
ク

ラ
ス
。
巨
大
地
震
の
記
録
の
な
か
で
最
も
古
い
地
震

で
あ
り
、
お
そ
ら
く
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
ク
ラ
ス
の
地

震
の
記
録
と
し
て
は
、
世
界
で
も
最
も
古
い
も
の
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

宝
永
四
年（
一
七
〇
七
）一
〇
月
四
日
、
東
海
―
南

海
を
襲
っ
た
地
震
は「
日
本
沈
没
」を
思
わ
せ
る
超
特

大
級
の
大
地
震
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
死
者
二
万
名
、

壊
家
六
万
戸
、
流
失
家
屋
二
万
戸
と
い
う
大
被
害
を

引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。
こ
の
地
震
の
約
五
〇
日
後
に

は
富
士
山
が
大
噴
火
し
て
、
宝
永
山
の
火
口
が
生
じ

て
い
ま
す
。

今
で
も
日
本
一
と
讃
え
ら
れ
る
富
士
山
で
す
が
、

こ
の
噴
火
に
よ
り
、
富
士
山
の
東
の
中
腹
に
こ
ぶ
の

よ
う
な
山
が
で
き
現
在
の
姿
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
二
つ
の
地
震
は
と
も
に
安
政
元
年（
一
八
五
四
）

に
発
生
し
た
も
の
で
マ
グ
ニ
チ
ュー
ド
は
い
ず
れ
は
八．
四
。

前
者
は
一
二
月
二
三
日
、
後
者
は
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
三

二
時
間
を
隔
て
た
二
四
日
に
発
生
し
て
い
ま
す
。

東
海
地
震
に
よ
り
伊
豆
下
田
港
に
停
泊
し
て
い
た

ロ
シ
ア
の
軍
艦「
デ
ィ
ア
ナ
」は
沈
没
。
震
災
を
通
じ

て
倒
壊
及
流
失
家
屋
八
千
三
百
戸
、
焼
失
家
屋
六
百

戸
、
圧
死
者
約
三
百
名
、
流
死
者
約
三
百
名
に
及
ん

だ
と
文
献
は
伝
え
て
い
ま
す
。

翌
日
に
発
生
し
た
南
海
地
震
の
被
害
は
、
倒
壊
家

屋
一
万
余
戸
、
焼
失
六
千
戸
、
津
波
の
た
め
に
流
失

し
た
家
屋
一
万
五
千
戸
、
死
者
三
千
名
、
火
及
び
水

害
の
為
損
失
し
た
家
屋
は
六
万
戸
に
達
す
る
ほ
ど
の

大
被
害
で
し
た
。

両
地
震
の
記
録
は
明
治
以
前
の
巨
大
地
震
と
し
て

は
最
も
詳
し
い
記
録
が
残
さ
れ
た
地
震
で
す
。

そ
の
後
、
東
南
海
地
震
が
昭
和
十
九
年（
マ
グ
ニ
チ

ュ
ー
ド
七．
九
）、
三
河
地
震
が
昭
和
二
〇
年（
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
六．
八
）南
海
地
震
が
昭
和
二
一
年（
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
八
）に
発
生
し
、
紀
伊
半
島
や
四
国
沖
合
い

の
地
殻
の
歪
み
は
か
な
り
解
放
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
駿
河
湾
で
は
一
四
〇
年
に
わ
た
っ
て
大
地
震
が

発
生
し
て
い
な
い
の
で
、
歪
み
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
温
存
さ
れ

て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
近
い
将
来
、
東
海
大
地
震
が
発

生
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
の
根
拠
と
な
っ
て
い
ま
す
。

明
治
二
四
年（
一
八
九
一
）一
〇
月
二
八
日
午
前

六
時
三
八
分
に
発
生
し
た
濃
尾
地
震
は
、
日
本
内
陸

で
起
こ
っ
た
ほ
ぼ
唯
一
の
巨
大
地
震
で
、マ
グ
ニ
チ
ュ

ー
ド
八．
一
。
有
感
の
範
囲
は
北
は
仙
台
か
ら
南
は

鹿
児
島
に
ま
で
及
び
ま
し
た
。「
轟
然
一
声
百
雷
の
頭

上
に
墜
落
せ
し
と
思
う
間
も
な
く
、
激
烈
な
震
動
を

お
こ
し
、
瓦
飛
び
屋
倒
れ
、
地
裂
け
、
井
涸
れ
、
瞬
時

に
し
て
全
世
界
を
絶
滅
す
べ
き
勢
を
現
わ
せ
り
」

当
時
の
悲
惨
な
状
況
を「
濃
尾
震
誌
」は
こ
う
伝
え

て
い
ま
す
。

こ
の
地
震
に
よ
り
日
本
最
大
の
地
震
断
層
と
い
わ

れ
る「
根
尾
谷
断
層
」が
出
現
。
岐
阜
市
の
北
西
の
根

尾
谷
を
中
心
と
し
て
、
南
東
へ
は
愛
知
県
犬
山
市
、
北

西
へ
は
滋
賀
県
伊
吹
山
付
近
ま
で
及
び
ま
し
た
。
断

層
の
全
長
は
八
〇
㎞
、
根
尾
村
の
水
鳥
で
は
上
下
六

ｍ
、
水
平
二
ｍ
の
ず
れ
が
あ
り
ま
し
た
。

濃
尾
震
災
の
発
生
し
た
明
治
二
四
年
は
日
本
の
文

明
開
化
の
時
期
に
あ
た
り
、
そ
の
当
時
の
先
端
技
術

で
あ
る
鉄
道
や
紡
績
工
場
が
大
き
な
被
害
を
蒙
り
ま

し
た
。
東
海
道
線
の
木
曽
川
―
大
垣
間
は
ほ
ぼ
半
年

後
の
翌
年
四
月
一
六
日
に
よ
う
や
く
開
通
。
尾
張
紡

績
会
社
で
は
明
治
時
代
に
導
入
さ
れ
た
レ
ン
ガ
建
築

の
崩
壊
に
よ
っ
て
八
五
三
名
の
従
業
員
中
、
即
死
者

三
五
名
、
重
傷
一
三
〇
名
と
い
う
犠
牲
者
を
出
し
ま

し
た
。
震
源
か
ら
離
れ
た
大
阪
府
で
も
二
四
名
の
圧

死
者
を
出
し
ま
し
た
が
、
そ
の
内
の
二
三
名
は
浪
華

紡
績
工
場
の
崩
壊
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

ま
た
、
震
源
に
近
く
、
人
口
密
度
の
高
い
濃
尾
平

野
で
は
、
死
者
七，
八
八
五
名
、
全
壊
家
屋
九
三，
四

二
一
戸
に
達
し
、
家
屋
倒
壊
率
が
百
％
の
町
村
も
あ

り
ま
し
た
。
火
災
に
よ
る
損
害
も
ひ
ど
く
、
岐
阜
市

で
は
南
の
一
部
を
残
し
て
焼
け
野
原
に
な
り
ま
し

た
。こ

の
地
震
の
余
震
は
き
わ
め
て
長
い
間
続
き
、
最

近
の
微
小
地
震
観
測
に
よ
っ
て
一
世
紀
以
上
経
過
し

た
現
在
で
も
微
小
な
余
震
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
、
根
尾
谷
断
層
が
今
な
お
生
き
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

歴
史
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

歴
史
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
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地
震
王
国
日
本
、災
害
の
歴
史
と
実
情

歴史ドキュメント

地
震
へ
の
心
が
け
が
被
害
を
最
小
限
に

日
本
は
世
界
で
も
有
数
の
地
震
国
で
す
。
平
成
七

年
一
月
一
七
日
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で

は
直
下
型
地
震
が
神
戸
市
を
中
心
と
し
て
阪
神
地
区

を
襲
い
、
死
者
六
千
四
百
名
以
上
と
い
う
近
畿
地
方

に
お
い
て
は
未
曾
有
の
地
震
災
害
を
引
き
起
こ
し
ま

し
た
。

科
学
技
術
が
発
達
し
宇
宙
旅
行
さ
え
遠
い
夢
で
は

な
く
な
っ
た
現
代
で
さ
え
、
人
類
は
地
震
の
発
生
を

防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
地
震
に
伴
う

火
災
・
津
波
・
土
砂
崩
れ
・
あ
る
い
は
社
会
生
活
の
混

乱
に
と
も
な
う
被
害
は
、
地
震
に
対
す
る
認
識
や
日

頃
よ
り
防
災
を
心
が
け
る
こ
と
で
、
軽
減
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

地
震
は
長
い
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
で
見
た
場
合
、
特

定
の
地
域
に
お
い
て
周
期
性
を
も
っ
て
発
生
す
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
地
震
発
生
の
仕

組
み
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
に
対
す
る
正

し
い
対
策
や
迅
速
な
対
応
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
し

ょ
う
。

「
災
害
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
過
去
の
大
き
な
地
震
災
害
は
、
地
震
に
よ

る
被
害
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
発
生
後
の
対
応
が
不

十
分
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
被
害
が
拡
大
し
た
一
因

と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
人
災
と
も
い
え
る
被
害
は
、
一
人
ひ
と

角
州
が
一
七
ヶ
所
も
沈
下
し
水
没
し
て
い
ま
す
。
そ

の
他
、
地
盤
沈
下
の
あ
っ
た
地
区
は
津
島（
九
七
・
五

ha
）、
佐
屋
・
西
新
田（
愛
知
県
十
四
山
村
）、
鎌
島（
愛

知
県
弥
富
町
）、
多
度（
三
重
県
）、
海
津（
岐
阜
県
）

な
ど
の
地
域
で
し
た
。

こ
の
地
震
の
傷
が
癒
え
ぬ
ま
ま
、
翌
年
の
六
月
二

二
日
に
は
、
木
曽
川
の
流
路
を
変
動
さ
せ
た
天
正
の

大
洪
水
が
発
生
。
地
震
に
よ
る
地
盤
の
疲
弊
が
洪
水

被
害
を
さ
ら
に
大
き
く
し
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く

あ
り
ま
せ
ん
。

東
海
ー
南
海
沖
合
い
は
巨
大
地
震
銀
座

図
２
は
、
十
七
世
紀
以
降
、
日
本
で
発
生
し
た
被

害
地
震
の
分
布
を
示
す
も
の
で
こ
の
図
か

ら
、
四
国
―
紀
伊
半
島
―
静
岡
県
の
い
わ
ゆ

る
南
海
―
東
海
沖
合
い
に
巨
大
地
震
が
集

中
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
ま
す
。
阪

神
・
淡
路
大
震
災
が
発
生
す
る
ま
で
は「
関

西
に
は
地
震
が
な
い
」と
の
風
説
が
人
々
の

通
説
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
事
実
、
大
阪

で
は
年
平
均
四
〜
五
回
の
有
感
地
震
に
対

し
、
東
京
で
は
年
四
〇
回
程
度
。
し
た
が
っ

て
こ
の
風
説
も
遠
か
ら
ず
と
い
え
ま
し
ょ

う
。し

か
し
、
東
海
―
南
海
の
沖
合
い
で
の
実

態
は
、
百
年
か
ら
二
百
年
く
ら
い
の
間
隔
で
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献
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層
』

岐
阜
県
根
尾
村
教
育
委
員
会

が
い
し
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

明
治
以
降
の
百
年
間
に
、
日
本
を
襲
っ
た
主
な
地

震
災
害
は
別
表
の
通
り
で
す
。

河
川
災
害
を
引
き
起
こ
し
た

天
正
の
大
地
震

地
震
災
害
の
大
き
な
特
徴
は
、
火
災
や
土
砂
崩

れ
、
津
波
な
ど
の
他
に
、
河
川
災
害
が
あ
り
ま
す
。
震

害
に
よ
る
河
川
の
氾
濫
や
輪
中
な
ど
の
低
湿
地
帯
の

水
没
、
堤
防
破
壊
な
ど
が
そ
れ
で
す
。

こ
こ
東
海
地
方
で
も
、
多
く
の
輪
中
が
水
没
し
た

大
地
震
が
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
発
生
し
て
い
ま
す
。

天
正
一
三
年（
一
五
八
五
）十
一
月
二
九
日
の
大

地
震
は
、マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八．
二
。
震
源
地
は
木
曽
川

河
口
に
近
い
伊
勢
湾
で
、
津
波
の
波
高
は
二
ｍ
。
死

者
七
千
名
と
い
う
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
越
え
る
規

模
で
し
た
。

家
屋
の
倒
壊

は
実
に
一
万
二

千
戸
。
震
度
六

以
上
の
震
度
分

布
は
、
西
は
大

阪
・
京
都
・
奈

良
、
北
は
北
陸

の
敦
賀
・
福
井
、

東
は
岡
崎
付
近

に
ま
で
及
ん
だ

大
地
震
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

震
源
地
に
近

い
木
曽
川
河
口

付
近
で
は
、
図

の
よ
う
に
現
在

の
木
曽
岬
町

（
愛
知
県
）と
長

島
町（
三
重
県
）

に
存
在
す
る
三

り
の
努
力
に
よ
り
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

東
海
地
方
で
は
、
駿
河
湾
内
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８

ク
ラ
ス
の
地
震
が
起
こ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
地

震
発
生
に
対
す
る
日
頃
か
ら
の
認
識
や
防
災
へ
の
心

が
け
は
、
悲
し
い
人
災
や
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め

る
唯
一
の
道
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

全
世
界
の
一
割
が
日
本
で
発
生

地
震
は
地
下
で
起
こ
っ
た
岩
石
な
ど
の
破
壊
に
よ

っ
て
生
じ
た
弾
性
波（
地
震
波
）が
伝
播
す
る
現
象
で

す
。
地
殻
や
上
部
マ
ン
ト
ル
な
ど
に
働
い
て
い
る
ひ
ず

み
が
限
界
を
越
え
る
と
、
な
ん
ら
か
の
き
っ
か
け
で
破

壊
が
生
じ
、
そ
の
衝
撃
が
弾
性
波
と
な
っ
て
伝
播
し

ま
す
。

震
源
は
地
震
の
起
こ
っ
た
所
。
震
源
の
真
上
の
地

球
上
の
地
点
が
震
央
で
す
。
多
く
の
地
震
の
震
源
は

深
さ
約
五
〇
㎞
以
内
で
す
が
、
七
百
㎞
位
の
深
い
地

震
も
あ
り
ま
す
。
震
源
の
浅
い
地
震
を
浅
発
地
震
、

深
い
地
震
を
深
発
地
震
と
い
い
ま
す
。
地
震
の
原
因

に
は
、
弾
性
反
撥
説
や
マ
グ
マ
貫
入
説
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

世
界
の
地
震
は
環
太
平
洋
地
震
帯
と
地
中
海
―
ヒ

マ
ラ
ヤ
地
震
帯
に
集
中
し
て
お
り
、
日
本
の
地
震
は

太
平
洋
側
に
震
央
が
集
中
す
る
外
側
地
震
帯
と
日

本
海
沿
岸
に
分
布
す
る
内
側
地
震
帯
に
多
く
発
生

し
て
い
ま
す
。
内
側
地
震
帯
で
は
震
央
が
陸
地
に
位

置
す
る
た
め
、
局
地
的
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
す

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
本
付
近
の
地
震
の
発
生
率
は
、
全
世
界
で
発
生
す

る
地
震
の
約
一
〇
％
。
そ
の
う
ち
身
体
に
感
じ
る
地

震
が
一
年
間
に
千
回
位
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

地
震
災
害
の
系
譜

わ
が
国
の
歴
史
に
現
れ
た
最
初
の
地
震
は
西
暦
四

一
六
年
、
大
和
地
方
遠
飛
鳥
宮
付
近
で
発
生
し
た
と

日
本
書
紀
は
伝
え
て
い
ま
す
が
、
被
害
の
記
述
は
あ

り
ま
せ
ん
。
五
九
九
年
に
は
、
大
和
地
方
で
倒
壊
家

屋
が
生
じ
た
と
日
本
書
紀
に
あ
り
、
こ
れ
が
地
震
の

被
害
の
記
録
と
し
て
は
わ
が
国
最
古
の
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
黎
明
期
か
ら
発
生
し
て
い
た

地
震
被
害
は
、
中
国
か
ら
の
文
字
の
伝
来
に
よ
り
記

述
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
歴
史
の
重
さ
を
う
か

日
本
付
近
の
地
震
発
生
率
は
、
全
世
界
の
約
一
割
。

身
体
に
感
じ
る
地
震
は
、
一
年
間
に
千
回
位
、
起
き
て
い
ま
す
。

中
で
も
、
東
海
〜
南
海
沖
合
い
は
巨
大
地
震
銀
座
。

百
年
か
ら
二
百
年
に
一
度
の
割
合
で
巨
大
地
震
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
の
地
震
の
発
生
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

日
頃
か
ら
の
防
災
へ
の
心
構
え
と
地
震
発
生
の
仕
組
み
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、

被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

濃
尾
地
震
か
ら
一
世
紀
を
経
た
今
、
地
震
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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図1：天正地震による木曾三川河口・伊勢湾臨海地域における諸島沈没（この図は、新編宮田用水史より）

図2：1600年以降の日本の破壊的地震、○丸はM≧7.9の巨大地震

発生年月日� 時　刻�マグニチュード� 震央（地震の名称）�死者・行方不明� 倒壊・焼失家屋�

1891.10.28（明治24）�6時38分� 8.0 愛知県・岐阜県（濃尾地震）�

21,959�

7,273 全壊14万余　半壊8万余�

流出全壊1万人以上�

全壊1,295　焼失2,180

全壊12,584（焼失を含む）�

全壊2,165

流失4,034　倒壊1,817

全壊7,485　半壊6,158

全壊1,500余　半壊2千余�

全壊1,960　半壊6,640

全壊673　半壊3,004

全壊134　半壊240

全壊96　半壊616

全壊1,183　半壊5,574

全壊14　半壊73

全壊594　半壊400

全壊3,858　半壊2,397�
焼失2,148

全半壊25万4千余�
焼失　44万7千余�

726

14万2千余�

428

2,925

272

3,064

1,083

1,223

2,306

1,330

3,769

33

142

26

52

30

25

28

104

29

230

5,500

庄内平野（庄内地震）�

三陸沖�
（明治三陸地震津波）�

関東南部�
（関東大地震）�

但馬北部�
（北但馬地震）�

京都府北西部�
（北丹後地震）�

伊豆北部�
（北伊豆地震）�

三陸沖�
（三陸地震津波）�

鳥取付近�
（鳥取地震）�

東海道沖�
（東南海地震）�

愛知県南部�
（三河地震）�

南海道沖�
（南海地震）�

福井平野�
（福井地震）�

十勝沖�
（十勝沖地震）�

チリ沖�
（チリ地震津波）�

新潟県沖�
（新潟地震）�

青森県東方沖�
（1968年十勝沖地震）�

伊豆半島南端�
（1974年伊豆半島沖地震）�

伊豆大島近海�
（1978年伊豆大島近海地震）�

宮城県沖�
（1978年宮城県沖地震）�

秋田県沖�
（昭和58年日本海中部地震）�

長野県西部�
（昭和59年長野県西部地震）�

北海道南西沖�
（平成5年北海道南西沖地震）�

兵庫県南部�
（平成7年兵庫県南部地震）�

7.0

7.9

6.8

7.3

7.3

8.1

7.2

7.9

6.8

8.0

7.1

8.2

7.5

7.9

6.9
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7.4

7.7

6.8

7.8

7.2

17時35分�

19時32分�

11時58分�

11時09分�

18時27分�

4時02分�

2時30分�

17時36分�

13時35分�

3時38分�

4時19分�

16時13分�

10時22分�

4時11分�震害なし�

震害なし�

13時01分�

9時48分�

8時33分�

12時24分�

17時14分�

11時59分�

8時48分�

22時17分�

5時46分�

1894.10.22（明治27）�

1896.　6.15（明治29）�

1923.　9. 1（大正12）�

1925.　5.23（大正14）�

1927.　3.　7（昭和2年）�

1930.11.26（昭和5年）�

1933.　3.　3（昭和8）�

1943.　9.10（昭和18）�

1944.12.　7（昭和19）�

1945.　1.13（昭和20）�

1946.12.21（昭和21）�

1948.06.28（昭和23）�

1952.　3.　4（昭和27）�

1960.　5.23（昭和35）�

1968.　5.16（昭和43）�

1974.　5.　9（昭和49）�

1978.　1.14（昭和53）�

1978.　6.12（明治24）�

1983.　5.26（昭和58）�

1984.　9.14（昭和59）�

1993.　7.12（平成5）�

1995.　1.17（平成7）�

1964.　6.16（昭和39）�

全壊17,599　半壊36,520�
流失3,129
住家全壊7,221　半壊16,555�
非住家全壊9,187
全壊11,591　半壊23,487�
流失1,451　焼失2,598
全壊36,185　半壊11,816�
焼失3,851
全壊815　半壊1,324�
流失91

全壊91,699　半壊79,515�
（焼失を含む）�

全壊934　半壊2,115�
流失52

注：国立天文台編丸善発行「理科年表平成7年版」より。但し兵庫県南部地震の死者・行方不明は平
成7年3月28日現在警察庁発表。倒壊・焼失家屋については兵庫県災害対策本部による。
1891年以降1950年までは死者・行方不明100人以上、それ以降は死者・行方不明10人以上の地震。

日本の主な地震災害（最新100年）



は
、
岩
盤
に
加
え
ら
れ
た
力
で
生
じ
た
ひ
ず
み
が
限

界
に
達
し
て
起
き
ま
す
が
、
岩
盤
に
加
わ
る
力
は
、
地

球
の
表
面
を
覆
う
厚
さ
数
十
㎞
の
板
状
の
岩
盤
、
す

な
わ
ち
プ
レ
ー
ト
の
相
互
運
動
に
伴
っ
て
生
じ
ま
す
。

プ
レ
ー
ト
は
、
主
と
し
て
太
平
洋
・
大
西
洋
・
イ
ン
ド
洋

の
海
嶺
と
い
う
割
目
か
ら
湧
出
し
た
地
球
内
部
の
高

温
の
新
し
い
物
質
が
、
海
嶺
の
左
右
に
広
が
っ
て
か
た

ま
っ
て
で
き
た
新
し
い
海
底
の
部
分
で
あ
っ
て
、
海
嶺
か

ら
次
々
と
生
成
さ
れ
る
新

し
い
海
底
プ
レ
ー
ト
に
押

さ
れ
、
一
年
に
数
㎝
程
の

速
度
で
広
が
り
ま
す（
図

１
下
図
）。
新
し
い
海
底

プ
レ
ー
ト
は
比
重
が
重
い

の
で
、
既
に
出
来
て
い
た

大
陸
プ
レ
ー
ト
に
ぶ
つ
か

っ
て
相
互
に
押
し
合
い
、

そ
の
下
に
沈
み
込
む
よ
う

に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
プ
レ
ー
ト
相
互
の
運
動

に
伴
っ
て
生
じ
た
力
に
よ

っ
て
、
プ
レ
ー
ト
の
境
界
や

内
部
が
ひ
ず
み
、
そ
の
ひ

地
震
は
何
故
起
き
る
の
か

一
般
に
大
地
が
突
然
ぐ
ら
ぐ
ら
と
揺
れ
出
す
現
象

を
地
震
と
い
い
ま
す
が
、
学
問
的
に
は
、
地
下
の
岩
盤

が
急
激
に
破
壊（
破
壊
面
を
境
に
両
側
が
く
い
ち
が

っ
て
ず
れ
動
く
よ
う
な
断
層
運
動
に
よ
る
破
壊
）と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
波（
地
震
波
）が
周
囲
に
伝
わ

る
現
象
を
地
震
現
象
と
い
っ
て
い
ま
す
。
岩
盤
の
破
壊

は
、
陸
上
最
大
級
で
濃
尾
平
野
に
大
液
状
化
被
害
を

起
こ
し
、
上
下
方
向
六
ｍ
に
及
ぶ
水み

鳥ど
り

断
層
を
発
生

し
た
一
八
九
一
年
濃
尾
地
震（
Ｍ
八．
〇
）、
地
震
断

層
付
近
で
家
屋
被
害
が
多
か
っ
た
一
九
四
八
年
福
井

地
震（
Ｍ
七．
一
）と
一
九
四
五
年
三
河
地
震（
Ｍ
六．

八
）震
度
七
の
災
害
の
帯
を
発
生
し
た
一
九
九
五
年

兵
庫
県
南
部
地
震（
Ｍ
七．
二
）な
ど
が
あ
り
、
何
れ

も
地
震
断
層
を
発
生
し
ま
し
た
。
ト
ラ
フ
沿
い
の
地
震

で
は
、
火
災
で
死
者
一
四
万
人
余
を
出
し
た
駿
河
ト

ラ
フ
沿
い
の
一
九
二
三
年
関
東
地
震（
Ｍ
七．
九
）、
工

場
被
害
・
軟
弱
地
盤
災
害
発
生
の
南
海
ト
ラ
フ
沿
い
の

一
九
四
四
年
東
南
海
地
震（
Ｍ
八．
〇
）、
津
波
災
害

発
生
の
一
九
四
六
年
南
海
地
震（
Ｍ
八．
〇
）が
あ
り
、

日
本
海
縁
部
の
地
域
で
は
、
地
盤
液
状
化
災
害
発
生

の
一
九
六
四
年
新
潟
地
震（
Ｍ
七．
五
）、
直
交
地
震

断
層
の
二
五
㎞
を
出
現
し
た
一
九
二
七
年
北
丹
後
地

震（
Ｍ
七．
三
）が
あ
り
ま
す
。
な
お
南
海
ト
ラ
フ
沿
い

の
大
地
震
で
は
、
東
海
道
沖
と
南
海
道
沖
で
約
二
年

以
内
に
対
を
な
し
て
発
生
し
、
大
津
波
を
発
生
す
る

と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

濃
尾
平
野
の
地
質
構
造

濃
尾
地
震
等
で
地
盤
災
害
の
大
き
か
っ
た
濃
尾
平

野
の
地
質
構
造
の
特
徴
を
み
ま
す
に
、
平
野
の
大
部

は
、
木
曽
・
揖
斐
・
長
良
の
三
大
川
中
・
下
流
域
に
広

が
る
広
大
な
沖
積
地
で
、
扇
状
地
と
そ
れ
に
続
く
三

角
洲
と
か
ら
な
な
っ
て
い
ま
す
。
臨
海
部
は
一
六
〇
〇

ず
み
が
限
界
に
達
し
て
破
壊
し
ま
す
。

こ
の
破
壊
が
プ
レ
ー
ト
境
界
地
震
や
プ
レ
ー
ト
内

地
震
で
す
。
こ
の
よ
う
に
プ
レ
ー
ト
相
互
に
ぶ
つ
か
り

合
う
所
に
海
溝
が
で
き
、
火
山
活
動
や
造
山
活
動
が

生
ま
れ
、
地
震
発
生
な
ど
主
な
地
球
変
動
が
起
こ
る

と
い
う
考
え
が
プ
レ
ー
ト
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
で
す
。

地
球
に
こ
の
よ
う
な
運
動
が
あ
る
限
り
、
地
震
は

絶
え
ま
せ
ん
。
地
球
表
面
は
二
〇
ほ
ど
の
プ
レ
ー
ト
で

覆
わ
れ
て
い
ま
す（
図
２
）が
、
日
本
付
近
で
は（
図
１

上
図
）、
二
つ
の
大
陸
型
プ
レ
ー
ト（
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー

ト
・
北
ア
メ
リ
カ
プ
レ
ー
ト
）と
二
つ
の
海
洋
型
プ
レ
ー

ト（
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
）が

相
互
に
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
原
因
で
地
震

が
起
き
て
い
ま
す
。

年
以
降
埋
立
て
ら
れ
た

人
工
造
成
陸
地
か
ら

な
っ
て
い
る
の
が
特
徴

で
、
ま
た
堆
積
層
は
東

か
ら
西
へ
傾
い
た
基
盤

上
に
で
き
て
傾
動
盆
地

を
な
し
、
西
部
ほ
ど
厚

く
な
っ
て
い
る
特
徴
が

あ
り
ま
す（
図
４
）。
平

野
の
標
準
層
序
は（
表

一
）に
示
す
通
り
で
、

第
三
紀
末
の
鮮
新
世
か

ら
第
四
紀
前
半
に
か
け

て
、
こ
の
地
域
を
含
む

広
い
範
囲
に
東
海
湖
と
呼
ば
れ
る
沈
降
盆
地
が
あ
り
、

東
海
湖
時
代
以
降
の
堆
積
層
厚
は
一
五
〇
〇
〜
二
〇

〇
〇
ｍ
に
も
達
し
て
い
ま
す
。
第
四
紀
の
後
半
以
降
平

野
の
大
部
分
は
基
盤
傾
動
運
動
に
よ
っ
て
新
た
な
沈

降
盆
地
地
域
と
な
り
、
平
野
の
西
縁
で
は
三
五
〇
〜

四
〇
〇
ｍ
に
達
す
る
厚
い
洪
積
世
中
期
以
降
の
地
層

が
堆
積
し
て
い
ま
す
。

濃
尾
平
野
の
主
な
被
圧
地
下
水
の
帯
水
層
は
三
つ

あ
り
ま
す
。
第
一
帯
水
層
は
第
一
礫
層
Ｇ1
で
洪
積
世

後
期
の
熱
田
層
上
部
の
上
位
で
深
度
五
〇
〜
七
〇
ｍ

に
あ
り
ま
す
が
、
名
古
屋
市
内
に
は
分
布
し
て
い
ま

せ
ん
。
第
二
帯
水
層
は
深
度
六
〇
〜
一
二
〇
ｍ
で
熱

田
層
下
部
の
下
位
に
あ
る
第
二
礫
層
Ｇ2
で
、
平
野
に

広
く
分
布
し
、
第
三
帯
水
層
は
海
部
累
層
下
位
に
あ

っ
て
、
深
度
一
八
〇
〜
一
九
二
ｍ
の
第
三
礫
層
Ｇ3
で
あ
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文
献

・
飯
田
汲
事
　
明
治
二
四
年（
一
八
九
一
年
）一
〇

月
二
八
日
濃
尾
地
震
の
震
害
と
震
度
分
布
、
愛
知

県
防
火
会
議
地
震
部
会
、
一
九
七
九
年
。

・
飯
田
汲
事
　
濃
尾
平
野
の
地
盤
沈
下
・
工
業
用

水
・
一
九
七
八
年

濃尾平野の標準層序（表1）

濃尾地震で出現した根尾谷断層〈岐阜県本巣郡根尾谷水鳥〉
濃尾平野東西断面図（図4）

地
震
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、そ
の
特
徴
と
今
後
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題
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日
本
の
特
性
と
こ
れ
ま
で
の

特
徴
的
な
地
震

日
本
の
地
震
は（
図
３
）、
二
つ
の
海
洋
型
の
プ
レ
ー

ト
が
二
つ
の
大
陸
プ
レ
ー
ト
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
沈
み
込

む
と
運
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、

全
世
界
陸
地
の
僅
か
〇．
二
五
％
を
占
め
る
に
過
ぎ

な
い
国
土
に
お
い
て
、
全
世
界
大
・
中
・
小
地
震
全
体

数
の
一
〇
％
、
Ｍ
七
以
上
の
大
き
い
地
震
で
は
約
二

〇
％
を
占
め
、
規
模
の
大
き
い
地
震
ほ
ど
多
い
と
い
う

特
徴
が
あ
り
、
日
本
は
地
震
王
国
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
海
域
で
発
生
す
る
地
震
は
、
日
本
の
大
中
小

全
地
震
数
の
八
五
％
に
も
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
、Ｍ

八
級
の
大
地
震
の
大
部
分
は
海
底
で
発
生
し
て
い
る

の
で
、
地
震
と
と
も
に
大
津
波
が
発
生
し
、
沿
岸
地

域
に
大
被
害
を
与
え
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま

す
。日

本
列
島
の
中
で
、
中
部
地
方
か
ら
近
畿
地
方
に

か
け
て
の
地
域
の
地
震
活
動
を
大
別
す
る
と
三
つ
に

な
り
ま
す
。

一
つ
は
、
陸
域
の
浅
い
と
こ
ろ
で
時
に
は
深
い
所
で

も
発
生
す
る
地
震
で
あ
り
、
二
つ
は
、フ
ィ
リ
ピ
ン
海

プ
レ
ー
ト
の
日
本
列
島
下
へ
の
沈
み
込
み
に
よ
っ
て
、
太

平
洋
沖
合
か
ら
駿
河

湾
に
か
け
て
で
き
た

南
海
ト
ラ
フ
や
駿
河

ト
ラ
フ
の
陸
側
へ
傾
き

下
が
る
プ
レ
ー
ト
境

界
付
近
で
発
生
す
る

地
震
で
、
三
つ
は
、
日

本
海
陸
縁
部
で
発
生

す
る
地
震
で
あ
り
ま

す
。明

治
以
降
の
各
型

の
代
表
的
な
特
徴
の

あ
る
地
震
を
示
す

と
、
陸
域
の
地
震
で
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地震発生の仕組み概念図（→矢印移動方向）（図1）

世界のプレート境界（図2）
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2枚の海成粘土層�
と砂・礫層挟在�

上部�
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熱田層（D3）�

第 二 礫 層（G2）�

海 部 累 層（Da）�

第 三 礫 層（Ga）�
礫・砂・粘土互層�
礫 層・粘 土 層�

砂・粘土・礫層の�
互層�

後八事期層（D2）�
八 事 期 層（D1）�

東 海 層 群（P）�鮮新世�

前　期�
洪積世�

中・古生代� 基　　　　　盤� 花　崗　岩　類�

上部�
下部�

砂 　 　 　 層�
粘 　 土 　 層�

中
期
洪
積
世�

後
　
期
　
洪
　
積
　
世�

第
　
四
　
紀�

第
三
紀�

Ｖ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｇ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
は
、Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
へ

の
ご
意
見
や
地
域
の
情
報
な
ど
を
紹
介
す
る

コ
ー
ナ
ー
。
多
数
の
ご
意
見
や
情
報
を
い
た
だ

き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
そ

の
中
か
ら
、次
の
皆
様
の
声
を
紹
介
し
ま
す
。

【
編
集
部
か
ら
の
お
願
い
】

治
水
に
関
る
記
念
碑
や
水
神
様
な
ど
の
資
料

（
場
所
・
概
要
・
写
真
等
）を
ご
提
供
く
だ
さ
い
。

毎
号
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
を
愛
読
し
大
切
に
保
存

し
て
い
ま
す
。

記
事
の
参
考
文
献
に
つ
い
て
、
発
行
所
等
一

般
書
誌
的
な
表
記
も
お
願
い
し
ま
す

ま
た
、
木
曽
川
文
庫
の
図
書
目
録
も
編
集

発
行
し
て
い
た
だ
く
と
さ
ら
に
あ
り
が
た
く

存
じ
ま
す
。

参
考
文
献
に
つ
き
ま
し
て
は
、
詳
細
な
表

記
を
心
が
け
ま
す
。

木
曽
川
文
庫
の
図
書
目
録
は
文
庫
に
備
え

て
お
り
ま
す
が
、
木
曽
川
文
庫
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
は
図
書
検
索
の
作
業
を
進
め
て
お

り
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

中
山
道
の
難
所
と
い
わ
れ
た
十
曲
峠
は
現
在

「
歴
史
の
道
」と
し
て
、
見
事
に
整
備
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
整
備
を
支
え
て
い
る
の
は
地
元

の「
大
久
手
老
人
ク
ラ
ブ
」の
方
々
で
す
。
四

季
に
わ
た
り
ク
ラ
ブ
員
は
思
い
を
込
め
て
、

黙
々
と
作
業
に
打
ち
込
ん
で
い
ま
す
。

緑
化
事
業
や
公
園
清
掃
な
ど
で
も
地
元
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
の
活
躍
は
光
って
い
ま
す
。

Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
で
も
折
に
ふ
れ
紹
介
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

木
曽
川
に
架
か
っ
て
い
る
橋
を
鉄
道
橋
も

含
め
、
上
流
か
ら
下
流
ま
で
毎
号
一
つ
ず

つ
紹
介
し
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

橋
の
社
会
史
的
、
文
化
史
的
な
話
が
連
載

さ
れ
れ
ば
内
容
も
幅
広
く
有
意
義
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

貴
重
な
ご
意
見
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
特
集
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
編
集
部
一
同
努
力
し

て
い
き
ま
す
。

林
董
一
さ
ん

（
愛
知
学
院
大
学
教
授
）

永
田
宏
さ
ん

（
愛
知
県
春
日
井
市
在
住
）

今
井
守
さ
ん

（
岐
阜
県
中
津
川
市
在
住
）

世界の地震分布（図3）

■お問い合わせは「ＫＩＳＳＯ」編集　連絡先 ＦＡＸ０５２・５７１・８６２７

り
ま
す
。
こ
の
礫
層
の
下
位
に
後
八
事
層
が
あ
り
、
そ

の
下
位
に
不
整
合
で
や
や
粒
径
の
大
き
な
礫
を
主
と

し
、
砂
や
シ
ル
ト
層
を
は
さ
む
前
期
洪
積
世
の
八
事

期
層
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
下
位
に
第
三
期
鮮
新
世
の

東
海
層
群
が
分
布
し
、
そ
の
下
位
に
中
・
古
生
代
の
花

崗
岩
類
か
ら
な
る
基
盤
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

（
以
下
次
号
に
続
く
）
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編 集 後

●表紙写真●
上：秋空広がる野麦峠
下左：飛馬單川源流

下右：雨乞いの池「杣ヶ池」

弊誌では、読者のみなさんの声で構成するコーナーを企
画しています。身近で起こった出来事、地域の情報などを
お知らせください。

今号の編集にあたって、高根村並びに関係のみなさん
に大変お世話になりました。また、飯田汲事氏にもご協
力をいただきました。お礼申し上げます。
次回は、一宮市を特集します。

木曽川文庫ホームページ
http://www.kisogawa-bunko.cb.moc.go.jp

記

そ
の
昔
、
高
根
村
に
は
原
家
と
い
う
長
者
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。

室
町
時
代
か
ら
の
金
持
ち
で
、
村
人
は
親
方
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
の
原
家
に
奉
公
し
て
い
た
の
が「
ち
ん
ま
」と
い
う
美
し
い
娘
で
し
た
。

ち
ん
ま
は
と
て
も
お
料
理
上
手
。

優
し
く
、
愛
敬
も
あ
り
み
ん
な
か
ら
好
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、

恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
力
持
ち
。
魔
性
の
女
の
よ
う
で
し
た
。

あ
る
時
、
露
店
に
風
呂
を
炊
い
て
原
の
旦
那
が
入
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

急
に
雷
雨
に
み
ま
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
、
ち
ん
ま
は
茶
碗
を
持
つ
よ
う
に
軽
々
と
風
呂
を
庇
の
中
に
運
ん
だ
そ
う
で
す
。

そ
ん
な
ち
ん
ま
に
は
、
ふ
る
よ
う
な
縁
談
が
あ
り
ま
し
た
が
、

決
し
て
首
を
縦
に
は
振
り
ま
せ
ん
。

出
稼
ぎ
で
原
家
に
勤
め
て
い
た
杣（
木
こ
り
）の
小
三
郎
に
恋
し
て
い
た
の
で
す
。

あ
る
日
、
ち
ん
ま
は
小
三
郎
に
逢
い
た
い
一
心
で
山
に
行
き
、

イ
ワ
ナ
に
姿
を
変
え
て
弁
当
の
中
に
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。

昼
食
時
、
腹
を
す
か
せ
た
小
三
郎
は

「
こ
れ
は
う
ま
そ
う
な
イ
ワ
ナ
」だ
と

一
息
に
呑
み
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。

た
ち
ま
ち
の
ど
が
渇
き
、

川
の
水
を
飲
み
続
け
て
い
る
間
に
、

身
体
に
キ
バ
や
角
、ウ
ロ
コ
が
生
え
て
く
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

小
三
郎
は
あ
っ
と
い
う
間
に
、

巨
大
な
白
竜
に
変
身
し
、

大
山
鳴
動
し
て
地
が
割
れ
、

美
し
い
池
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
美
し
い
池
は
杣
ヶ
池
と
呼
ば
れ
、
雨
乞
い
の
池
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

杣
ヶ
池
か
ら
東
方
七
百
ｍ
の
と
こ
ろ
に
湿
原
と
化
し
た
「
ち
ん
ま
が
池
」が
あ
り
ま
す
。

宛先 「KISSO」編集　FAX.（052）565-1976


