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糧
の
調
達
な
ど
が
大
変
で
、集
落
の
形
成
が
難

し
か
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
。本
格
的
に
集
落
が
形

成
さ
れ
る
の
は
平
安
後
期
の
こ
と
。灰
釉
陶
器

を
出
土
す
る
遺
跡
が
一
三
箇
所
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
。

「
続
日
本
記
」の
和
銅
六
年（
七
一
三
）に

「
美
濃
国
信
濃
二
国
乃
堺
径
道
険

往
還
艱

難
仍
通
吉
蘇
路
」と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、美
濃
国
か
ら
神
坂
峠
を
越
え
伊
奈
路

を
北
上
し
て
い
た
東
山
道
と
は
別
に
、木
曽
谷

を
木
曽
川
に
沿
って
北
上
し
た
新
し
い
道
、吉
蘇

路
を
開
い
た
と
い
う
記
録
で
す
。こ
の
吉
蘇
路
は

福
島
の
現
在
の
中
心
か
ら
、東
へ
深
く
入
っ
た
木

曽
山
脈
の
山
麓
を
通
過
し
て
い
た
よ
う
で
、木

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
記

1

木
曽
福
島
町
は
古
代
か
ら
交
通
の
要
衝
。

奈
良
時
代
に
は
吉
蘇
路
が
開
通
し
、

中
世
か
ら
は
木
曽
氏
が
一
帯
を
支
配
。

近
世
に
は
木
曽
氏
の
遺
臣
で
あ
っ
た
山
村
氏
が

代
官
に
任
命
さ
れ
、こ
の
地
を
統
治
し
ま
す
。

中
山
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、

四
大
関
所
の
ひ
と
つ
、
福
島
関
所
が
置
か
れ

さ
な
が
ら
城
下
町
の
様
相
で
し
た
。

現
在
は
観
光
開
発
や
住
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
が

着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

曽
路
の
起
源
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

律
令
制
下
の
木
曽
福
島
町
は
美
濃
国
恵
那

郡
に
所
属
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

木
曽
義
仲
の
出
現

朝
日
将
軍
の
名
で
知
ら
れ
る
木
曽
義
仲
は
、

木
曽
谷
で
平
家
討
伐
の
旗
揚
げ
を
し
て
い
ま
す
。

久
寿
元
年（
一
一
五
四
）、源
義
賢
の
二
男

と
し
て
武
蔵
国
で
生
ま
れ
た
義
仲
の
幼
名
は
駒

王
丸
。父
が
殺

害
さ
れ
た
後
、

信
濃
の
権
守
で

あ
っ
た
中
原
兼

遠
に
預
け
ら

れ
、兼
遠
の
も

と
で
木
曽
高
原

を
走
り
回
り
、

を
生
か
し
た
企
業
の
誘
致
も
進
め
ら
れ
、観
光

開
発
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

古
代
の
集
落
と
吉
蘇
路
の
開
通

遺
跡
調
査
に
よ
る
と
木
曽
駒
高
原
か
ら
石

器
時
代
の
出
土
品
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、縄
文

時
代
の
遺
跡
も
高
原
に
集
って
い
ま
す
。農
耕
生

活
が
始
ま
っ
た
弥
生
時
代
の
遺
跡
は
上
田
遺
跡

か
ら
少
量
出
土
し
て
い
る
の
み
で
、奈
良
時
代
の

遺
跡
も
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。遺
跡

の
多
く
が
高
原
地
帯
に
集
中
し
木
曽
谷
か
ら

は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、木
曽
川

と
急
傾
斜
地
に
阻
ま
れ
た
複
雑
な
地
形
と
食

木
曽
の
中
心
地
と
し
て
発
展
し
た
、

木
曽
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島
町
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木
曽
福
島
の
あ
ら
ま
し

東
に
木
曽
駒
ケ
岳
、西
に
御
嶽
山
。険
し
い

山
々
の
間
を
縫
っ
て
流
れ
る
木
曽
川
の
谷
間
に

細
長
く
伸
び
た
町
、そ
れ
が
木
曽
福
島
町
で
す
。

海
抜
は
町
の
中
心
部
で
八
〇
〇
ｍ
あ
り
、地
質

の
大
部
分
が
古
生
層
で
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

交
通
の
要
衝
、御
嶽
山
・
駒
ケ
岳
の
登
山
口

と
し
て
栄
え
、長
野
県
や
公
的
機
関
の
施
設
も

多
数
設
置
さ
れ
て
お
り
、木
曽
郡
の
中
心
的
存

在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

山
林
原
野
が
九
五
％
を
占
め
、基
幹
産
業
は

林
業
で
す
。現
在
、自
然
環
境
や
地
域
の
特
性

木曽義仲元服松
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木
曽
氏
の
支
配

南
北
朝
期
の
暦
応
元
年（
一
三
三
八
）、木
曽

義
仲
の
子
孫
を
名
乗
る
木
曽
家
村
が
、足
利
尊

氏
か
ら
木
曽
谷
を
安
堵
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
は

大
吉
祖
荘
に
あ
た
る
地
域
で
、以
後
家
村
の
子

孫
が
代
々
木
曽
氏
を
名
乗
り
、木
曽
一
円
を
戦

国
時
代
ま
で
支
配
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。家

村
の
三
男
木
曽
家
景
は
福
島
の
黒
川
に
住
み
、

黒
川
三
郎
常
陸
介
と
称
し
ま
し
た
。時
代
は
下

り
木
曽
親
豊
は
福
島
に
小
丸
山
城
を
築
き
、子

の
信
道
を
居
城
さ
せ
ま
し
た
。小
丸
山
城
の
築

城
に
よ
り
、そ
れ
ま
で
木
曽
南
部
の
大
桑
村
に
居

館
を
構
え
て
い
た
木
曽
氏
が
北
の
福
島
へ
移
り
、

福
島
が
木
曽
の
中
心
地
と
な
り
ま
し
た
。

木
曽
氏
は
小
丸
山
城
の
他
に
も
、永
正
年
間

（
一
五
〇
四
〜
二
一
）に
上
の
段
城
を
、天
文
年

間（
一
五
三
二
〜
五
五
）に
は
甲
斐
の
武
田
氏
の

侵
攻
に
備
え
、大
規
模
な
福
島
城
を
築
き
ま
し

た
。こ
う
し
て
木
曽
氏
一
族
は
、信
濃
の
四
大
勢

力
の
一
角
に
ま
で
成
長
し
ま
す
が
、武
田
信
玄

と
の
戦
い
に
破
れ
、そ
の
勢
力
下
に
入
り
ま
す
。

天
下
を
分
け
た
関
ケ
原
の
合
戦
で
は
、木
曽

氏
の
遺
臣
で
あ
っ
た
山
村
氏
が
大
き
な
功
績
を

挙
げ
、そ
の
功
に
よ
り
家
康
は
山
村
氏
を
木
曽

代
官
に
任
命
し
て
い
ま
す
。木
曽
代
官
の
山
村

氏
は
福
島
に
居
館
を
構
え
、多
く
の
家
臣
団
が

居
住
、福
島
は
さ
な
が
ら
城
下
町
の
様
相
を
呈

し
て
名
実
と
も
に
木
曽
の
中
心
地
と
な
り
ま
し

た
。元
和
元
年（
一
六
一
五
）、木
曽
が
尾
張
藩

の
支
配
下
に
置
か
れ
る
と
、山
村
氏
は
幕
府
の

旗
本
で
あ
り
な
が
ら
、尾
張
藩
の
代
官
と
し
て

木
曽
谷
を
統
治
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

中
山
道
と
福
島
関
所

江
戸
幕
府
は
五
大
街
道
の
整
備
を
進
め
、か

つ
て
の
木
曽
路
は
中
山
道
と
し
て
発
展
し
て
い

き
ま
す
。江
戸
と
京
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る

福
島
の
地
に
は
関
所
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

福
島
関
所
は
、木
曽
川
の
断
崖
と
根
ノ
井
山

（
関
山
）に
阻
ま
れ
た
幅
約
四
〇
ｍ
の
平
地
に
あ

り
、有
事
の
際
に
は
最
適
な
場
所
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。関
所
で
は
役
人
に
よ
っ
て
厳
し
い

管
理
が
行
わ
れ
、特
に

出
女
・
入
鉄
砲
の
検
問

が
厳
重
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

木
曽
地

方
で
は
中

山
道
に
木

曽
一
一
宿

が
設
け
ら

れ
ま
し
た

が
、福
島
関

所
の
あ
る

福
島
宿
は

ほ
ぼ
真
中

に
あ
た
り
、

飛
騨
や
伊
那
か
ら
の
道
も
福
島
に
通
じ
て
い
ま

し
た
。い
わ
ば
福
島
は
交
通
の
要
衝
。こ
の
た
め

幕
府
に
と
っ
て
は
、東
国
へ
入
る
第
一
関
門
と
し

て
も
、西
国
へ
出
る
最
後
の
関
門
と
し
て
も
、厳

し
い
取
り
調
べ
を
す
る
に
は
、お
誂
え
の
場
所
だ

っ
た
の
で
す
。福
島
宿
に
は
、本
陣
・
脇
本
陣
に

加
え
て
旅
籠
や
茶
店
、店
舗
が
立
ち
並
び
、木

曽
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
地
と
し
て
急

速
に
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

福
島
の
橋
と
水
害

中
央
を
木
曽
川
が
流
れ
、断
崖
が
屹
立
す
る

福
島
で
は
、橋
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
し
た
。山
村
代
官
は
慶
長
一
三
年（
一
六
〇

八
）の
定
書
に
お
い
て
、道
路
や
橋
梁
が
破
損
し

た
場
合
、僅
少
の
破
損
は
た
だ
ち
に
そ
の
村
に

お
い
て
修
理
し
、大
規
模
な
修
理
が
必
要
な
場

合
は
、申
告
の
上
修
理
す
れ
ば
手
当
て
を
支
給

す
る
と
い
う
一
ケ
条
を
設
け
て
い
ま
す
。

中
山
道
に
掛
か
る
橋
梁
は
尾
張
藩
の
支
配

下
に
あ
り
そ
の
修
理
費
用
は
、藩
が
負
担
し
て

い
ま
し
た
。そ
の
他
の
橋
梁
は
山
村
氏
ま
た
は

村
が
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

木
曽
福
島
地
域
で
木
曽
川
を
東
西
に
連
絡

す
る
橋
は
、筏
橋
・
大
手
橋
・
行
人
橋
の
三
橋
で

し
た
。こ
れ
ら
は
相
当
古
く
か
ら
あ
り
ま
し
た

が
、筏
橋
は
江
戸
時
代
に
架
け
ら
れ
ま
し
た
。

筏
橋
は
古
図
に
上
之
は
し
と
書
か
れ
て
お

り
、昔
は
筏
越
し
の
渡
し
場
で
あ
っ
た
も
の
を
、

承
応
二
年（
一
六
五
三
）に
橋
を
か
け
た
こ
と

か
ら
、筏

橋
と
呼

ば
れ
て
い

ま
す
。ま

た
、関
所

の
真
下

に
あ
っ
た

こ
と
か

ら
、関
所

橋
と
も

呼
ば
れ

や
が
て
元
服
を
し
て
木
曽
義
仲
を
名
乗
り
ま

す
。義

仲
は
有
能
な
武
将
と
し
て
平
家
討
伐
で

は
数
々
の
戦
勝
を
挙
げ
、征
夷
大
将
軍
に
任
じ

ら
れ
ま
し
た
。し
か
し
、元
暦
元
年（
一
一
八

四
）、後
白
河
法
王
の
策
略
に
よ
っ
て
鎌
倉
軍
に

破
れ
、三
一
歳
の
短
い
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。巴

御
前
は
、義
仲
と
と
も
に
平
家
討
伐
に
あ
た
っ

た
実
在
の
人
物
で
、日
本
の
歴
史
上
数
少
な
い

女
武
者
の
ひ
と
り
で
す
。今
か
ら
八
三
〇
年
ほ

ど
昔
、上
田（
現
在
の
木
曽
福
島
町
新
開
上
田

地
区
）に
館
を
構
え
て
い
た
中
原
兼
遠
の
三
女

と
し
て
誕
生
、権
力
者
の
姫
に
あ
り
な
が
ら
も

武
芸
に
優
れ
、絶
世
の
美
女
に
育
っ
た
巴
御
前

は
義
仲
の
側
近
の
一
人
と
し
て
と
も
に
戦
い
、二

人
は
愛
を
育
み
ま
す
。義
仲
が
こ
の
世
を
去
る

直
前
に
そ
の
遺
髪
を
御
前
に
託
し
、御
前
は
興

禅
寺
に
祀
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、木
曽
地
方
は
大
吉
祖
荘
、小
木
曽

荘
、遠
山
荘
の
三
つ
の
荘
園
に
統
治
さ
れ
て
い
き

ま
す
。

興禅寺

広重版画　福島

女木札通行手形

筏橋とも呼ばれた関所橋
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ま
し
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。享
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一
一
年（
一
七
二
五
）に
は

橋
を
架
け
替
え
て
お
り
、元
文
三
年（
一
七
三

八
）の
洪
水
で
流
失
し
た
と
の
記
録
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

行
人
橋

は
福
島
と

三
尾
・
黒

沢
・
大
滝
と

の
交
通
上
の

重
要
な
橋

で
、戦
国
時

代
に
は
す
で

に
架
橋
さ
れ

た
と
い
わ
れ
、

古
橋
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。こ
の
橋
は
跳

ね
橋
で
、行
人
橋
と
名
が
改
ま
っ
た
の
は
江
戸
時

代
の
初
期
の
よ
う
で
す
。架
け
替
え
の
記
録
で
最

も
古
い
も
の
は
享
保
二
〇
年（
一
七
三
五
）で
、

こ
の
時
は
周
辺
か
ら
延
べ
三
五
〇
人
の
人
足
を

集
め
、山
村
代
官
所
の
役
人
が
普
請
奉
行
と
な

っ
て
工
事
を
行
っ
て
お
り
、い
か
に
こ
の
橋
が
重

要
視
さ
れ
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。し
か

し
こ
の
新
橋
も
三
年
後
の
元
文
三
年
の
洪
水
で

流
失
し
て
い
ま
す
。

大
手
橋
は
い
わ
ゆ
る
代
官
屋
敷
の
大
手
の
橋

を
意
味
し
て
い
ま
す
。近
世
の
資
料
に
は
御
屋
敷

前
橋
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、御
屋
敷
前
大
手
之

橋
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。こ
の
橋
も
、寛
永

三
年（
一
六
二
六
）の
架
橋
工
事
の
約
一
〇
〇

年
後
の
正
徳
五
年（
一
七
一
五
）の
洪
水
で
流

失
、享
保
一
一
年
に
架
橋
工
事
を
行
い
ま
す
が
、

元
文
三
年
の
洪
水
に
て
流
失
、宝
暦
三
年（
一

七
五
三
）の
大
洪
水
で
ま
た
流
失
し
て
い
ま
す
。

福
島
宿
の
水
役

元
禄
年
間（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）の
福

島
宿
の
書
上
げ
に
よ
る
と
五
四
軒
の
水
役
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
。こ
の
水
役
に
つ
い
て
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、一
方
で
は
川
狩
と
い

う
説
が
あ
り
、他
方
、消
防
で
は
な
い
か
い
う
説

も
あ
り
ま
す
。水
役
は
下
諏
訪
に
も
あ
っ
た
と

さ
れ
、川
除
け（
治
水
工
事
）や
用
水
普
請
、井

戸
掘
り
を
担
当
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

伝
馬
役
に
携
わ
る
人
々
は
こ
の
水
役
を
、自
分

た
ち
の
集
落
が
関
係
す
る
場
合
は
三
分
の
一
に

ま
で
労
役
を
免
除
、関
係
な
い
場
合
は
一
切
服

さ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。伝
馬
役
は
当
時
の
交
通

上
の
重
要
な
機
構
で
、い
わ
ば
国
家
的
な
任
務

で
あ
っ
た
た
め
、水
利
工
事
労
役
の
負
担
を
免

じ
た
の
で
し
ょ
う
。福
島
宿
に
お
け
る
水
役
は
今

だ
不
明
で
今
後
の
研
究
に
期
待
し
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
が
、水
利
工
事
労
役
で
あ
っ
た
こ
と
は

充
分
に
予
測
さ
れ
ま
す
。

中
央
線
開
通
と
森
林
鉄
道

明
治
時
代
に
入
る
と
、木
曽
地
方
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
変
革
が
起
こ
り
ま
す
。木
曽
地
方
は
伊

那
県
の
管
轄
と
な
り
ま
す
が
、明
治
一
一
年

（
一
八
七
八
）に
は
郡
区
町
村
が
施
行
さ
れ
、木

曽
は
西
筑
摩
郡
に
所
属
す
る
こ
と
と
な
り
、郡

役
所
が
福
島
村
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。昭
和

四
二
年
に
は
福
島
町
と
新
開
村
が
合
併
し
て
、

現
在
の
木
曽
福
島
町
が
誕
生
し
ま
し
た
。

明
治
四
四
年（
一
九
一
一
）、東
京
の
飯
田
橋

と
名
古
屋
を
結
ぶ
国
鉄
中
央
本
線
が
全
通
し
、福

島
に
は
福
島
機
関
区
が
置
か
れ
ま
し
た
。国
鉄
が

木
曽
谷
を
通
過
し
た
こ
と
に
よ
り
、江
戸
後
期
か

ら
始
ま
っ
た
御
嶽
山
信
仰
の
信
者
が
国
鉄
を
利

用
、そ
の
下
車
駅
が
福
島
駅
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

同
駅
の
年
間
の
乗
降
客
数
は
国
鉄
中
央
本
線
の

沿
線
駅
の
中
で
も
有
数
で
し
た
。

鉄
道
網
の
整
備
に
よ
り
、帝
室
林
野
管
理
局
木

曽
支
庁
は
、木
曽
川
を
利
用
し
て
行
っ
て
き
た
木

材
搬
出
方
法
を
、中
央
線
を
利
用
す
る
貨
車
輸

送
に
切
り
替
え
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、木
曽
川
本
流
を
利
用
す
る
木
材

流
送
を
鉄
道
に
よ
る
陸
送
に
切
り
替
え
、続
い
て

支
流
を
利
用
す
る
木
材
流
送
に
替
え
て
森
林
鉄

道
を
中
央
線
に
連
結
し
、逐
次
流
送
を
陸
送
へ
転

換
し
て
い
く
と
いっ
た
、近
代
化
を
図
っ
た
の
で
し
た
。

森
林
鉄
道
は
全
国
に
先
駆
け
て
建
設
さ
れ

た
も
の
で
、そ
の
起
点
は
長
野
県
の
上
松
駅
と

な
り
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
木
曽
の
中
心
地
と
い

え
ば
福
島
町
。起
点
か
ら
は
ず
さ
れ
た
福
島
町

は
反
対
運
動
を
起
こ
し
ま
す
が
、地
勢
上
か
ら

み
れ
ば
上
松
か
ら
上
流
に
あ
る
福
島
を
起
点

と
す
る
の
は
無
理
な
問
題
で
し
た
。こ
う
し
て
森

林
鉄
道
が
上
松
駅
か
ら
、三
岳
村
・
王
滝
村
へ

通
じ
る
よ
う
に
な
る
と
、従
来
の
福
島
と
両
村

と
の
物
質
的
な
流
通
状
況
に
変
化
を
き
た
し
、

そ
れ
ま
で
の
商
圏
が
上
松
町
に
奪
わ
れ
る
形
勢

と
な
り
ま
し
た
。そ
こ
で
町
は
森
林
鉄
道
の
支

線
を
王
滝
村
か
ら
福
島
町
へ
も
敷
設
し
て
ほ
し

い
と
陳
情
し
ま
す
が
、不
発
に
終
わ
って
い
ま
す
。

時
の
内
閣
総
理
大
臣
桂
太
郎
に
陳
情
を
行
っ

た
様
子
を
記
録
し
た「
明
暗
二
路
」に
よ
れ
ば
、

桂
太
郎
は「
〜
諸
君
に
は
大
い
に
同
情
す
る
が
、

元
来
森
林
鉄
道
は
材
木
を
運
ぶ
の
に
単
一
勾

配
で
下
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、王
滝
川
の

合
流
点
か
ら
約
一
里
の
間
を
逆
勾
配
で
遡
上

す
る
こ
と
は
維
持
経
営
の
点
で
問
題
に
な
ら
な

い
。私
が
口
入
れ
を
し
て
郡
道
御
嶽
街
道
の
建

設
に
補
助
金
を
出
さ
せ
る
か
ら
、そ
れ
で
我
慢

し
な
さ
い
〜
」

こ
う
し
て
森
林
鉄
道
は
見
送
り
と
な
り
ま
す

が
、時
代
の
進
展
に
伴
い
森
林
鉄
道
は
衰
退
し

自
動
車
の
時
代
へ
。現
在
は
国
道
一
九
号
が
木

曽
川
の
東
岸
を
並
走
、国
道
三
六
一
号
が
北
西

部
を
走
り
、Ｊ
Ｒ
中
央
本
線
の
特
急「
し
な
の
」

を
利
用
す
れ
ば
、木
曽
福
島
〜
名
古
屋
間
は
わ

ず
か
八
〇
分
と
い
う
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
で
す
。

現
在
は「
自
然
と
歴
史
に
新
し
い
息
吹
を
」

を
テ
ー
マ
に
、木
曽
福
島
中
心
市
街
地
商
業
等

活
性
化
基
本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

着
々
と
実
施
、

ま
た
、市
町
村

合
併
構
想
に
よ

り
、官
民
が
連

携
し
住
民
参
加

の
新
し
い
ま
ち

づ
く
り
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
記

3

ふるさとの街・探訪記

御嶽登山者でにぎわう木曽福島駅ホーム

行人橋（明治時代）
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空
梅
雨
一
転
、集
中
豪
雨
に

平
成
一
一
年
六
月
二
九
日
午
後
か
ら
三
〇

日
朝
に
か
け
て
、長
野
県
で
は
中
南
部
を
中
心
に

二
〇
〇
㎜
を
超
え
る
強
い
雨
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。

長
野
県
地
方
気
象
台
に
よ
る
と
、県
内
各
地

の
降
り
始
め
か
ら
の
降
水
量（
三
〇
日
午
後
四

時
現
在
）は
、王
滝
村
・
御
嶽
山
の
二
五
五
ｍ
を

最
高
に
、飯
島
町
で
二
一
八
㎜
、浪
合
村
で
二
一

四
㎜
な
ど
。平
年
値
の
一
一
八
〜
二
二
〇
％
い
う

集
中
豪
雨
で
し
た
。こ
の
年
、

六
月
三
日
の
梅
雨
入
り

後
、極
端
に
雨
量
の
少
な
い

日
が
続
き
ま
し
た
が
、後
半

は
活
発
化
し
た
梅
雨
前
線

の
影
響
で
、中
南
部
を
中
心

に
集
中
的
な
豪
雨
と
な
っ

た
た
め
、平
年
を
大
き
く
上

回
る
降
水
量
と
な
り
ま
し
た
。特
に
二
七

日
、二
九
日
、三
〇
日
は
、木
曽
地
方
な
ど

各
地
に
土
砂
被
害
な
ど
を
も
た
ら
す
豪
雨

と
な
り
ま
し
た
。

で
倒
木
や
斜
面
の
土
砂
が
崩
れ
る
被
害
が
発
生

し
ま
し
た
。

幸
の
川

木
曽
福
島
町
内
の
木
曽
川
水
系
幸
の
川
で

も
、こ
の
豪
雨
が
誘
因
と
な
り
多
量
の
土
砂
が

流
下
し
た
た
め
、既
設
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
谷
止
工

（
砂
防
堰
堤
の
一
種
）が
異
常
堆
砂
し
、水
が
袖

部
を
廻
っ

て
危
険

な
状
態

と
な
っ
た

ほ
か
、
林

道
も
大

き
く
被

災
し
ま
し

た
。

渓
流
内
に
は
、六
千
k
の
不
安
定
土
砂
・
倒

木
が
残
留
し
て
、今
後
の
中
小
降
雨
に
よ
って
再

度
流
失
す
る
危
険
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
た
め
、

下
流
域
の
水
道
施
設
・
保
護
施
設
等
の
保
護
・

保
安
上
か
ら
も
早
急
な
復
旧
対
策
が
必
要
で

し
た
。

そ
の
対
策
と
し
て
、中
部
森
林
管
理
局
木
曽

道
路
・
山
林
･
被
害
五
〇
億
円

長
野
県
が
ま
と
め
た
被
害
状
況
に
よ
る
と
、

伊
那
市
で
住
宅
一
棟
が
半
壊
し
た
の
を
は
じ

め
、全
県
で
五
棟
が
一
部
損
壊
。床
下
浸
水
は

三
九
五
棟
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。

住
宅
以
外
の
被
害
で
は
、道
路
や
橋
、河
川

な
ど
土
木
関
係
の
被
害
が
二
三
億
四
千
五
百

万
円
。林
道
や
山
林
な
ど
林
業
関
係
が
二
五
億

千
七
百
万
円
と
な
り
、合
計
で
五
〇
億
円
に
達

し
ま
し
た
。

県
教
委
に
よ
る
と
、諏
訪

市
の
県
立
諏
訪
向
陽
高
校

第
一
グ
ラ
ン
ド
裏
の
斜
面
が

幅
八
ｍ
、長
さ
一
五
ｍ
に
わ

た
っ
て
崩
落
。文
化

財
関
係
で
は
南
木

曽
町
の
国
史
跡「
中

山
道
」や
飯
田
市
の

県
史
跡「
御
嶽
堂
古

墳
」、箕
輪
市
の
県

史
跡「
福
与
城
跡
」

森
林
管
理
署
で
は
、平
成
十
一
年
度
か
ら
復
旧

治
山
事
業
を
計
画
し
着
手
し
て
、平
成
十
五
年

度
ま
で
に
谷
止
工
を
五
基
施
工
し
不
安
定
土

砂
の
抑
制
を
図
り
ま
し
た
。

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
木
曽
福
島
は
、文
化
や
伝
統
を

育
む
一
方
、河
川
災
害
や
土
砂
崩
落
な
ど
の
災
害
も
。平
成

一
一
年
に
は
集
中
豪
雨
が
発
生
し
、豪
雨
に
よ
る
土
砂
流

出
の
危
険
が
増
し
ま
し
た
。こ
の
た
め
、復
旧
事
業
に
着
手
。

ま
た
、自
然
や
歴
史
、文
化
を
継
承
し
、さ
ら
な
る
発
展
を

め
ざ
す
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、環
境
保
全
を
め
ざ

し
た
町
民
主
体
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
が
着
々
と
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

快
適
な
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
、

多
彩
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施

AREA  REPORT

木
祖
村 

開
田

日
義
村 

上
松
町 

Ｊ 
Ｒ 
中 
央 
本 線 

幸 
の 
川 

木 
曽 
川 

19

361

昭和55年度 
コンクリート谷止工 

平成6年度 
コンクリート谷止工 

昭和57年度 
コンクリート谷止工 

平成10年度 
コンクリート谷止工 

平成12年度 
コンクリート谷止工施工 

平成15年度 
コンクリート谷止工施工 

平成11年度 
コンクリート谷止工施工 

平成13年度 
コンクリート谷止工施工 

平成14年度 
コンクリート谷止工施工 

川 

幸 

の 

国
有
林
野
内
直
轄
治
山
事
業
復
旧
治
山
事
業

〔計画内容と施工実績〕 

Ｌ＝46.0ｍ 
Ｈ＝8.5ｍ 
Ｖ＝1,062.0ｍ3

Ｌ＝46.0ｍ 
Ｈ＝6.0ｍ 
Ｖ＝637.0ｍ3

Ｌ＝22.0ｍ 
Ｈ＝6.0ｍ 
Ｖ＝310.0ｍ3

Ｌ＝32.0ｍ 
Ｈ＝6.5ｍ 
Ｖ＝481.0ｍ3

Ｌ＝41.0ｍ 
Ｈ＝6.5ｍ 
Ｖ＝605ｍ3

平成11年度 
コンクリート谷止工 

 

平成12年度 
コンクリート谷止工 

 

平成13年度 
コンクリート谷止工 

 

平成14年度 
コンクリート谷止工 

 

平成15年度 
コンクリート谷止工 

 

集中豪雨の被害状況

■
参
考
文
献

『
木
曽
福
島
町
史
』

『
読
売
新
聞
』
平
成
一
一
年
七
月
一
日

『
信
濃
毎
日
新
聞
』
平
成
一
一
年
七
月
二
日

『
治
山
技
術
基
準
解
説
総
則
』山
地
治
山
編

発
行（
社
）日
本
治
山
治
水
協
会

谷止工 概要 
  治山設備、治山ダム 

谷止工設置の基準 

渓床の安定及び崩壊地の山脚を固定して、
山腹工事の基礎とし、あるいは崩壊地の自然
復旧を促進し、渓床の 縦断浸食及び横浸食
による崩壊の危険性のある山脚および渓床
を固定して山腹崩壊の防止と不安定土砂の
移動防止、あるいは土石流による渓床、渓岸
の荒廃を防止して、下流への流出土砂を抑
制及び調整する事を目的とする。 
（治山技術基準　解説　総則・山地治山編－－（社）日本治山治水協会） 

 

基礎の根入れ　 
（１）盤状硬岩で風化していない場合 
（２）岩の場合 
（３）軟岩（風化しやすい岩盤又は亀裂の多い岩盤） 
（４）砂礫層等の場合 

  ０．５０ｍ程度 
  １．００ｍ程度 
  １．５０ｍ程度 

２．０～３．０ｍ程度 
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自
然
と
歴
史
に
新
し
い
息
吹
を

―
歩
い
て
感
じ
る
ま
ち
・
木
曽
福
島
―

親水公園・船着き場整備事業 

教育会館 
整備保存 

大手橋整備保存 

代官屋敷周辺整備事業 

観光案内板等整備事業 
（上町・大手町・関町） 

旧福島営林署 

木曽川 木曽川 

国道
19号
 

国道
19号
 

木曽川展望デッキ 
整備事業 

カルチャーセンター整備事業 

道路整備事業 

木曽川展望公園 
整備事業 

八沢橋展望デッキ 
整備事業 

親水歩道整備事業 

路地裏整備事業 
展望デッキ整備事業 

土蔵の活用と 
観光スポット整備事業 

親水歩道 
整備事業 

木曽福
島駅 

木曽福
島駅 

観光案内板等整備事業 
駅前公園・駐車場等整備事業 

公共施設・事務所 
の集約化等 

親水公園・船着き場整備事業 関所周辺整備事業 

駐車場整備事業 
空き店舗対策事業 

商店街共通事項 

上町駐車場整備事業 

上の段整備事業 

「
木
曽
福
島
町
中
心
市
街
地
商
業
活
性
化
基
本
構
想
」

計
画
策
定
と
目
的

木
曽
福
島
町
は
、木
々
の
緑
、木
曽
川
の
清

流
な
ど
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
の
中
に
あ
る
山

紫
水
明
の
美
を
誇
る
渓
谷
の
町
で
す
。江
戸
時

代
に
は
交
通
の
要
衝
と
し
て
中
心
的
な
役
割

を
担
い
発
展
し
て
き
ま
し
た
。し
か
し
近
年
、

人
口
の
減
少
や
商
業
の
衰
退
、歴
史
的
建
物
な

ど
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。こ
う
し
た
問
題

を
解
決
し
町
の
再
生
を
図
る
た
め
に
策
定
さ

れ
た
の
が「
木
曽
福
島
町
中
心
市
街
地
商
業
活

性
化
基
本
構
想
」で
す
。

木
曽
福
島
町
の
誇
る
自
然
・
歴
史
・
文
化
を

維
持
・
継
承
し
、緑
や
水
と
い
っ
た
自
然
や
先
人

が
築
き
上
げ
て
き
た
歴
史
風
土
を
テ
ー
マ
に
、

現
代
的
な
新
し
い
感
覚
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、

人
々
が
集
り
楽
し
く
交
流
し
楽
し
く
買
物
が

で
き
る
な
ど
、に
ぎ
わ
い
の
あ
る
幸
せ
空
間
の

ま
ち
づ
く
り
を
推
進
。町
民
・
事
業
者
・
行
政
な

ど
が
力
を
あ
わ
せ
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い

ま
す
。

計
画
の
位
置
付
け

本
計
画
は
、「
木
曽
福
島
町
第
四
次
総
合
計

画
」の
基
本
構
想
に
即
し
つ
つ
、中
心
市
街
地

活
性
化
法
に
基
づ
く「
中
心
市
街
地
商
業
等

活
性
化
基
本
構
想
」と
位
置
付
け
、総
合
的
か

つ
計
画
的
に
展
開
す
る
た
め
の
指
針
と
な
る

も
の
で
す
。

計
画
期
間

短
期：

平
成
一
四
年
度
〜
一
六
年
度

中
期：

平
成
一
七
年
度
〜
二
〇
年
度

長
期：

平
成
二
一
年
度
以
降

中
心
市
街
地
活
性
化
に
向
け
た
事
業

●
商
業
活
性
化
の
た
め
の
事
業

一
、住
み
や
す
い
環
境
が
整
っ
た
ま
ち
づ

く
り

二
、サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
、便
利
に
買
物

が
で
き
る
商
業
づ
く
り

三
、町
民
、観
光
客
が
楽
し
く
散
策
し
、食

事
や
買
物
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

四
、協
働
に
よ
る
町
民
活
動
が
活
発
ま
ち

づ
く
り

こ
う
し
た
整
備
方
針
の
も
と
、バ
リ
ア
フ

リ
ー
の
施
設
整
備
や
地
酒
等
の
特
産
品
の
開

発
・
ア
ピ
ー
ル
、計
画
的
な
店
舗
・
業
種
の
配

置
、誘
導
を
行
う
た
め
の
テ
ナ
ン
ト
ミ
ッ
ク
ス

を
行
う
予
定
で
す
。

街並イメージ 親水歩道・展望公園イメージ上の段イメージ
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の
協
力
を
得
て
、
ま
た
、
木
材
の
調
達
か
ら
手

探
り
で
の
筏
づ
く
り
、
木
也
り
唄
の
練
習
を
繰

り
返
し
、
沈
没
・
転
覆
な
ど
を
経
験
し
な
が
ら

も
、つ
い
に
実
現
し
た
の
で
す
。

当
初
、
一
五
名
で
は
じ
ま
っ
た「
川
遊
び
若

衆
」も
今
や
会
員
数
三
一
名
。
未
来
を
担
う
子

ど
も
た
ち
へ
、
水
の
大
切
さ
を
訴
え
る
課
外
授

業
や
筏
乗
り
体
験
を
通
し
て
、
水
環
境
保
全
の

啓
発
に
努
め
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
活
動
が
認
め
ら
れ
、
平
成
八
年
二

下
り
を
披
露
し
ま
し
た
。

木
曽
踊
に
歌
わ
れ
る「
中
乗
り
さ
ん
」の
由

来
は
、
ど
う
や
ら
三
説
。
一
つ
目
は
、
馬
に

三

荒
神
の
鞍
を
置
き
そ
の
中
央
に
乗
っ
た

人
を「
中
乗
り
」と
し
た
も
の
。
二
つ
目
は
、
木

曽
川
を
下
る
筏
に
乗
る
人
を「
中
乗
り
」と
し

た
も
の
。
三
つ
目
は
、
御
嶽
信
仰
に
ま
つ
わ
る

神
の
お
告
げ
を
信
者
に
伝
え
る
役
を
担
っ
た
中

座
と
い
わ
れ
た
人
。
そ
の
中
で
有
力
と
さ
れ
て

い
る
の
が「
筏
乗
り
」説
で
す
。

明
治
四
四
年（
一
九
一
一
）、
中
央
本
線
が

開
通
す
る
ま
で
行
わ
れ
て
き
た「
筏
乗
り
」。
そ

れ
は
材
木
を
流
送
す
る
方
法
で
、
実
に
三
〇
〇

年
も
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
筏
の
上
を
前

後
左
右
に
飛
び
な
が
ら
筏
を
操
る
人
が「
中
乗

り
さ
ん
」だ
っ
た
よ
う
で
す
。

平
成
七
年
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
見
事
八

〇
年
ぶ
り
に
筏
乗
り
を
復
活
さ
せ
た
わ
け
で

す
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
イ
バ
ラ
の
道
で
し
た
。

で
す
が
河
川
管
理
者
、
電
力
会
社
、
漁
業
組
合

●
市
街
地
の
整
備
改
善
の
た
め
の
事
業

一
、二
、三
、は
右
記
と
同
じ
。

四
、安
全
・
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

こ
の
事
業
で
は
、親
水
公
園
や
河
川
景
観

の
整
備
、ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
や
街
路
樹
、コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
道
路
の
整
備
な
ど
が
計
画
さ
れ
て

い
ま
す
。

●
主
要
整
備
事
業
計
画
図

こ
う
し
た
事
業
の
中
で
も
現
在
着
々
と
進

美
し
い
河
川
を
未
来
へ
。
町
民
あ
げ
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

め
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
上
の
段
歴
史
街
並
み

再
現
事
業
」と「
本
町
親
水
公
園
整
備
事
業
」

で
す
。

上
の
段
地
区
は
、上
の
段
城
の
一
郭
と
し

て
で
き
た
と
こ
ろ
。中
世
、木
曽
氏
の
館
が
あ

り
ま
し
た
。古
く
か
ら
の
水
場
が
あ
り
、小
路

の
奥
に
は
大
通
寺
が
あ
り
ま
す
。近
世
に
は

中
山
道
が
通
り
、袖
卯
建
の
竪
繁
格
子
の
あ

る
町
家
、石
置
屋
根
の
家
、な
ま
こ
壁
の
土
蔵

な
ど
が
並
ん
で
お
り
、今
も
宿
場
時
代
の
面

影
を
残
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
歴
史
的
空
間
を
活
か
す
た
め

に
、石
畳
に
よ
る
道
路
整
備
や
水
場
を
イ
メ

ー
ジ
さ
せ
る
水
車
を
設
置
、大
通
寺
へ
の
小
道

を
活
用
す
る
な
ど
が
す
で
に
実
現
し
て
い
ま

す
。本

町
親
水
公
園
整
備
事
業
で
は
、大
手
橋

か
ら
行
人
橋
付
近
の
木
曽
川
沿
岸
を
整
備
。

す
で
に
石
積
み
の
工
事
は
終
わ
り
、後
は
公

園
と
足
湯
を
着
工
す
る
の
み
と
な
っ
て
い
ま

す
。

■
参
考
文
献

『
木
曽
福
島
町
Ｔ
Ｍ
Ｏ
構
想

中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
構
想
二
〇
〇
三
』

平
成
一
五
年
五
月

株
式
会
社
ま
ち
づ
く
り
木
曽
福
島
発
行

川
遊
び
若
衆
が
筏
下
り
を
復
活

川
遊
び
若
衆
は
、
木
曽
福
島
町
の
ま
ち
づ
く

り
の
有
志
で
す
。
平
成
七
年
六
月
に
結
成
さ
れ

ま
し
た
。

き
っ
か
け
は「
昔
の
よ
う
に
も
う
一
度
き
れ

い
な
木
曽
川
で
思
い
っ
き
り
遊
び
た
い
」「
一
回

で
い
い
か
ら
、
生
き
て
い
る
間
に
木
曽
川
を
筏

で
下
っ
て
み
た
い
」で
し
た
。

今
か
ら
五
〇
〜
六
〇
年
前
ま
で
は
、
木
曽
川

で
は
あ
ち
こ
ち
で
子
ど
も
た
ち
の
歌
声
が
聞
こ

え
、
水
し
ぶ
き
が
あ
が
る
楽
し
い
遊
び
場
で
し

た
。
し
か
し
、
水
質
汚
染
や
危
険
な
ど
の
理
由

で
子
ど
も
た
ち
を
木
曽
川
か
ら
遠
ざ
け
て
し

ま
い
ま
し
た
。

賛
同
し
た
有
志
は
一
五
名
。
ト
ン
ト
ン
拍
子

に
話
が
進
み
、
平
成
七
年
七
月
に
開
催
し
た

「
木
曽
踊
り
全
国
大
会
」と
い
う
イ
ベ
ン
ト
に
あ

わ
せ
、「
木
曽
の
中
乗
り
さ
ん
in
木
曽
川
」と
銘

打
っ
た
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
筏
に
よ
る
川

月
に
は
木
曽
福
島
町
が
国
土
庁（
現
国
土
交
通

省
）の「
水
の
郷
百
選
」に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
九
年
に
は
、
水
環
境
文
化
の
普
及
に
務

め
た
と
し
て
、
環
境
庁（
現
環
境
省
）の「
水
環

境
賞
」を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

現
在
も
子
ど
も
た
ち
の
夏
休
み
に
あ
わ
せ

た
筏
下
り
や
河
川
清
掃
を
行
っ
て
い
ま
す
。

清
掃
活
動
に
励
む
河
川
愛
護
団
体

木
曽
川
と
と
も
に
歴
史
を
歩
む
木
曽
福
島

町
で
は
、
町
民
あ
げ
て
川
の
保
全
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

「
中
畑
区
河
川
愛
護
会
」の
構
成
員
は
約
三

〇
〇
名
、
河
川
の
草
刈
、
清
掃
、
空
缶
等
の
ゴ

ミ
拾
い
及
び
芝
桜
の
手
入
れ
を
行
い
、
平
成
一

〇
年
に
は
木
曽
建
設
事
務
所
の
所
長
表
彰
を
、

平
成
一
三
年
に
は
長
野
県
知
事
表
彰
を
受
賞

し
て
い
ま
す
。
こ
の
他
に
も「
中
島
区
河
川
愛
護

会
」（
構
成
員
三
五
三
名
）、「
木
曽
川
香
魚
会
」

（
構
成
員
三
〇
名
）、「
十
一
日
会
」（
構
成
員
一

六
名
）な
ど
が
、
河
川
保
全
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。

夏休みこども筏体験



五
平
モ
チ
と
そ
ば
に
舌
鼓

Ｊ
Ｒ
名
古
屋
駅
か
ら
特
急「
し
な
の
」で
わ

ず
か
八
〇
分
。木
曽
福
島
駅
の
前
に
は「
五
平

も
ち
」や「
信
州
そ
ば
」と
看
板
を
掲
げ
た
商
店

街
が
温
か
い
湯
気
を
上
げ
て
迎
え
て
く
れ
ま
し

た
。木
曽
川
を

背
に
立
ち
並
ぶ

家
々
の
特
徴
は

「
崖
家
づ
く
り
」

で
す
。渓
谷
を

な
す
木
曽
川
の

断
崖
を
巧
み
に

利
用
し
、床
を

川
上
に
張
り
出

す
よ
う
な
家
づ
く
り
を
し
て
い
る
の
で
す
。こ
れ

も
狭
い
土
地
を
有
効
に
活
用
し
た
先
人
の
知

恵
な
の
で
し
ょ
う
。

五
平
も
ち
を
ほ
う
ば
り
な
が
ら
町
の
中
央

に
向
か
っ
て
そ
ぞ
ろ
歩
け
ば
、江
戸
時
代
創
業

と
い
う
お
そ
ば
や
さ
ん
の
看
板
が
見
え
て
き
ま

し
た
。旅
の
醍
醐
味
は
グ
ル
メ
。土
地
の
も
の
を

食
べ
ず
し
て
、土
地
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
ば
か
り
に
店
に
入
れ
ば
、美
味
し
そ
う

な
香
り
が
立
ち
込
め
て
い
ま
し
た
。木
曽
谷
は

そ
ば
の
名
産
地
。香
り
豊
か
で
コ
シ
の
強
い
そ
ば

の
味
は
格
別
で
す
。最
後
を
そ
ば
湯
で
し
め
く

く
る
と
、体
じ
ゅ
う
が
ほ
か
ほ
か
と
。こ
の
美
味

し
さ
が
厳
し
い
冬
を
乗
り

越
え
る
逞
し
さ
を
育
ん
で

く
れ
る
の
で
し

ょ
う
。そ
ば
は
木

曽
の
清
ら
か
な

冷
た
い
水
が
つ

く
り
だ
し
た
逸

品
で
す
。

人
々
が
行
き
交
う
橋

中
山
道
か
ら
飛
騨
街
道
へ
。そ
し
て
福
島
関

所
へ
。街
道
を
行
く
旅
人
が
そ
し
て
福
島
の

人
々
が
行
き
交
っ
て
い
た
の
が
、木
曽
川
の
両
岸

東
西
を
結
ぶ
橋
で
し
た
。

行
人
橋
は
そ
の
名
の
通
り
、行
人
た
ち
が
渡

っ
た
橋
で
す
。御
嶽
信
仰
に
励
む
行
人
た
ち
は
、

こ
の
橋
を
渡
っ
て
水
行
潔
斎
を
行
い
、行
を
終

え
た
後
、ま
た
行
人
橋
を
渡
っ
て
御
嶽
登
拝
の

人
々
に
加
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
た

め
、こ
の
辺
り
は
明
治
初
年
ま
で
殺
生
禁
断
の

場
所
と
さ

れ
て
い
た
よ

う
で
す
。橋

の
ふ
も
と
に

あ
っ
た
「
御

嶽
街
道
」の

道
標
は
、現

在
木
曽
福

島
郷
土
館

に
移
さ
れ
て

い
ま
す
。

行
人
橋

か
ら
北
に
見

え
る
橋
が
大
手
橋
で
す
。中
山
道
か
ら
代
官
屋

敷
へ
渡
る
橋
で
、昭
和
一
一
年
、工
学
博
士
中

島
武
に
よ
る
設
計
に
よ
り
、世
界
最
初
の
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ロ
ー
ゼ
橋
と
し
て
生
ま
れ
変
わ

り
ま
し
た
。町
で
は
以
前
か
ら
文
化
財
と
し
て

大
切
に
保
存
し
、平
成
一
四
年
に
は
土
木
学
界

選
奨
土
木
遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
山
道
の
風
情
を
そ
の
ま
ま
に

行
人
橋
に
ほ
ど
近
い
上
の
段
地
区
は
、中
山

道
の
町
並
み
を
そ
の
ま
ま
残
す
情
緒
豊
か
な

と
こ
ろ
で
す
。こ
こ
を
流
れ
る
上
の
段
用
水
は
中

世
に
ひ
ら
か
れ
た
も
の
。木
曽
家
の
殿
様
の
館

に
八
沢
川
上
流
か
ら
取
水
し
た
の
が
、始
ま
り

で
す
。以
来
、人
々
が
朝
夕
の
水
汲
み
に
集
り
、

ふ
れ
あ
い
水
場
と
し
て
昭
和
初
期
ま
で
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。道
端
の
水
車
は
そ
ん
な
風
情
を

今
に
伝
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。観
光
文
化
会
館

も
ま
た
、福
島
の
人
々
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
資

料
館
で
す
。「
よ
う
こ
そ
、い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

熱
い
お
茶
で
も
」と
声
を
か
け
て
く
れ
た
の
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ス
タ
ッ
フ
を
つ
と
め
る
、地
区
の

奥
さ
ま
た
ち
。町
の
人
々
の
ふ
る
さ
と
へ
の
想
い

が
、こ
う
し
た
活
動
を
支
え
て
い
る
の
で
す
。神

輿
の
模
型
や
消
防
の
装
束
な
ど
、町
の
暮
ら
し

を
物
語
る
数
々
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、木
曽
福

島
の
清
酒
や
百
草
丸
、珍
味
な
ど
な
ど
、特
産

品
の
販
売
も
。な
か
で
も
フ
キ
ノ
ト
ウ
を
練
り

こ
ん
だ「
ふ
き
味
噌
」や
ゴ
ボ
ウ
や
唐
辛
子
を
練

り
こ
ん
だ「
と
う
が
ら
味

噌
」は
、炊
き
た
て
の
ご
飯

に
も
日
本
酒
に
も
イ
ケ

ル
。お
土
産
に
は
最
適
の

逸
品
で
す
。
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冬
の
柔
ら
か
い
陽
射
し
を
浴
び
て
木
曽
川
は
輝
き
、

雪
を
抱
い
た
山
々
は
や
さ
し
く
微
笑
む
。美
し
い
自

然
に
育
ま
れ
た
木
曽
福
島
は
、歴
史
と
文
化
が
香
る

町
。中
山
道
に
た
た
ず
め
ば
、旅
人
の
ざ
わ
め
き
が
、

福
島
関
所
を
通
る
女
た
ち
の
心
臓
の
高
鳴
り
が
、風

に
乗
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
。

歴
史
と
文
化
が
香
る
、

か
つ
て
の
宿
場
町

観光文化会館のボランティアスタッフ

大手橋

崖家づくりの家並み

木曽のそば

五平もち

大通寺鐘楼門
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気ままにJOURNEY

木・曽・福・島・の・歳・時・記
◆水無神社祭礼 みこしまくり◆

日時：７月22、23日

「みこしまくり」は、全国的にも珍しいお祭りとして有
名です。ルーツは戦国時代。飛騨の水無神社が戦乱に
巻き込まれそうになったため、この地へ木こりの仕事で
きていた宗助と幸助が、故郷の木曽福島町へ神社を移
そうと計画。神輿をかついで峠を越えようとしたとき、追
っ手と奪い合いが始まりますが、幸助と宗助は神輿を
峠の坂道を転がしながら逃れ、
ついに木曽福島に奉ることがで
きました。この話を由来として、
毎年白木でできた約400㎏もの
重さがある御輿を「宗助」「幸助」
のかけ声とともに町内をかつぎ
歩き、夜には地面に放り落し、横
まくり縦まくりと転がし回して、最
後にはメチャクチャに壊してしま
うという荒っぽいお祭です。

●お問い合せ● 

◆木曽福島町役場◆ 
〒397-8585 長野県木曽郡木曽福島町5129 TEL 0264-22-2001（代） 

http://www.town.kisofukushima.nagano.jp

●交通のご案内● 
◆名古屋方面からお車をご利用の方 

◆名古屋方面から公共交通機関をご利用の方 

名古屋IC
中央自動車道 
（約1時間30分） 

国道19号 
（約60分） 

中津川IC

名古屋駅 
JR中央本線 

（約1時間20分） 

木
曽
福
島
町 

木曽福島町　EVENT  INFORMATION

高
札
場
と
大
通
寺

上
の
段
の
中
山
道
沿
い
に
は
往
時
を
し
の

ば
せ
る
高
札
場
が
あ
り
ま
す
。高
札
と
は
、江

戸
時
代
の
お
触
れ
や
御
条
目
を
制

札
と
し
て
掲
げ
た
も
の
。高
札
場
は

柵
を
張
り
誰
も
近
寄
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
し
て
、中
に
は
栗
石

が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。高

札
場
は
宿
場
間
の
里
程（
距
離
）を

測
る
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま

し
た
か
ら
、容
易
に
移
設
の
で
き
な

い
場
所
で
し
た
。上
の
段
の
高
札
場

は
、天
保
年
間（
一
八
三
〇
〜
四
四
）

に
八
枚
の
札
を
掲
げ
て
い
る
様
子
を
再
現
し

た
も
の
で
す
。「
福
島
よ
り
上
松
へ
の
駄
賃
銭
」

「
駄
賃
荷
物
の
定
め
」「
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
」

な
ど
な
ど
、江
戸
時
代
を
知
る
興
味
深
い
も

の
ば
か
り
。識
字
率
の
低
い
江
戸
時
代
に
は
、

古
老
た
ち
が
読
み
聞
か
せ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。高
札
は
現
代
の
法
律
の
よ
う
な
も
の
で
し

た
か
ら
、墨
が
薄
れ
読
み
に
く
く
な
っ
て
も
、

領
主
の
許
可
が
な
い
限
り
、修
正
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
上
の
段
に
は
、

木
曽
福
島
町
最
古
の

木
造
建
築
物
も
あ
り

ま
す
。関
ケ
原
の
合
戦

後
、山
村
良
勝
が
建

立
し
た
大
通
寺
の
鐘

楼
門
が
、そ
れ
で
す
。

山
門
に
掲
げ
ら
れ
た

扁
額
も
江
戸
中
期
を

代
表
す
る
書
家
、三

井
親
和
の
作
で
す
。

偉
容
と
も
い
え
る
堂
々

と
し
た
風
格
は
、こ
の
町
の

豊
か
さ
を
物
語
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。

歴
史
遺
産
を
歩
く

中
山
道
の
宿
場
町
と
し
て
、山
村
代
官
の
城

下
町
と
し
て
歴
史
を
重
ね
る
木
曽
福
島
は
、他

に
も
見
ど
こ
ろ
は
盛
り
だ
く
さ
ん
。福
島
関
所

資
料
館
に
は
、当
時
の
拷
問
の
残
酷
さ
を
物
語

る
道
具
や
武
具
が
並
べ
ら
れ
、見
て
い
る
だ
け

で
身
が
す
く
む
よ
う
な
迫
力
で
す
。木
曽
氏
、

山
村
氏
代
々
の
菩
提
寺
で
あ
る
興
禅
寺
は
、木

曽
三
大
名

刹
の
ひ
と

つ
。本
堂
の

前
に
広
が

る
、雲
海
の

美
を
テ
ー
マ

に
し
た
枯

山
水
の
庭

園
「
看
雲

庭
」は
、現

代
作
庭
家
、

重
森
三
玲
の
手
に
よ
る
も
の
で
、枯
山
水
の
庭

と
し
て
は
、東
洋
一
の
広
さ
を
誇
り
ま
す
。島
崎

藤
村
の
姉
が
嫁
い
だ
高

瀬
家
は
、小
説「
家
」の

モ
デ
ル
と
な
っ
た
旧
家
。

昭
和
二
年
の
大
火
で
焼

失
し
ま
し
た
が
、幸
い

土
蔵
と
庭
園
の
一
部
が
残
り
、現
在
も
旧
家
の

風
情
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。こ
ん
な
歴
史
遺
産

が
わ
ず
か
四
㎞
の
間
に
点
在
。駆
け
足
な
ら
一

時
間
の
行
程
で
す
が
、ゆ
っ
く
り
歩
い
て
歴
史

を
感
じ
た
い
も
の
で
す
ね
。ま
た
、四
百
年
も
の

伝
統
を
誇
る
木
曽
漆
器
も
木
曽
福
島
の
顔
。

ヒ
ノ
キ
の
木
目
の
美
し
さ
を
生
か
し
た
上
品
な

光
沢
は
、美
術
工
芸
品
と
し
て
も
人
気
で
す
。

一
日
か
け
て
歩
い
た
木
曽
福
島
は
、木
曽
の

文
化
と
歴
史
が
香
る
町
。手
打
ち
そ
ば
や
木
曽

漆
器
、ふ
き
味
噌
な
ど
を
お
土
産
に
、特
急

「
し
な
の
」
に
乗
り
込
み
ま
し
た
。

2月 きそふくしまマスターズスキー大会

3月 きそふくしま’ずＧＳカップ（上旬）
新和ＧＳカップ（中旬）

7月
木曽駒ケ岳登山安全祈願際（上旬）
白山神社祭礼（15日）
水無神社祭礼みこしまくり（22～23日）

5月 木曽福島渓流釣り大会

木曽川 木曽川 

木曽福島駅 木曽福島駅 

ＪＲ中央本線 ＪＲ中央本線 

興禅寺 

木曽福島町 
役場 

木曽福島町 
役場 

行人橋 行人橋 
大手橋 大手橋 

興禅寺 

木曽義仲の墓 木曽義仲の墓 

福島関所 福島関所 

黒川渡ダム 黒川渡ダム 

高礼場 高礼場 

中山道 中山道 19

福島トンネル 福島トンネル 

361

木曽踊り（１日～16日）
木曽義仲たいまつ祭（13日）
義仲・巴ら勇士を讃える会全国大会（13日）
木曽音楽祭（21～24日）

8月

10月 福島関所まつり（12日）
白山神社祭礼（13日）

12月 木曽駒湖威厳新和スキー場開き（中旬）
きそふくしまスキー場開き（中旬）

高札場

高札

興禅寺・看雲庭

木曽漆器
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堀
田
の
造
成

木
曽
三
川
の
中
・
下
流
域
に
数
多
く
分
布

す
る
輪
中
と
は
、
水
防
を
媒
介
と
し
て
結
ば

れ
た
治
水
共
同
体
で
す
。
輪
中
低
湿
地
帯
と

呼
ば
れ
る
地
域
で
は
連
年
の
よ
う
に
洪
水
が

発
生
、
ま
た
、
周
囲
の
堤
防
が
集
落
や
耕
地

よ
り
も
高
か
っ
た
た
め
に
、
雨
水
な
ど
に
よ

る
内
水
被
害
も
多
く
、
こ
れ
ら
の
水
害
を
防

ぐ
た
め
に
は
、
集
落
の
団
結
力
が
必
要
で
し

た
。
輪
中
と
い
う
治
水
共
同
体
は
、
こ
う
し

た
共
通
目
的
の
下
で
結
束
し
、
成
り
立
っ
て

い
た
の
で
す
。

輪
中
が
濃
尾
平
野
西
部
に
成
立
し
た
の

は
、
江
戸
時
代
初
期
の
こ
と
。
以
降
、
新
田

開
発
に
伴
っ
て
数
多
く
形
成
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
輪
中
低
湿
地
域
に
み
ら

れ
る
土
地
利
用
形
態
の
特
色
を
示
す
も
の
と

し
て
堀
田
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
然
排
水

で
き
な
い
悪
水
が
湛
水
す
る
た
め
、
作
物
の

水
腐
れ
に
悩
ま
さ
れ
続
け
た
輪
中
の
生
産
性

を
高
め
る
方
法
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の

で
す
。
一
部
の
田
面
の
土
を
き
り
と
っ
て
堀

（
堀
潰
れ
）
と
し
、
そ
の
土
を
隣
接
す
る
田

面
に
盛
土
し
て
高
く
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、

短
冊
形
・
櫛
歯
状
の
堀
（
堀
潰
れ
、
伊
勢
地

方
で
は
切
上
堀
と
い
う
）
と
田
（
堀
上
田
、

岐
阜
県
曾
我
屋
地
方
で
は
「
も
や
い
田
」
と

い
う
）
が
一
面
に
展
開
し
て
「
堀
田
」
を
形

成
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
後
半
か
ら
明
治
初

頭
に
か
け
て
普
及
拡
大
し
ま
し
た
。

下
流
部
の
高
須
輪
中
の
堀
田
造
成
は
、
帆

引
新
田
（
海
津
町
）
の
村
明
細
帳
に
記
さ
れ

た
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
の
堀
田
造
成
が

最
も
古
く
、
本
阿
弥
新
田
（
海
津
町
）
の
安

永
五
年
（
一
七
七
六
）
が
続
き
、
天
明
の
飢

饉
以
後
の
天
明
六
・
七
年
（
一
七
八
六
〜

七
）
に
同
村
が
堀
田
造
成
に
踏
み
切
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

高
須
輪
中
で
の
進
捗
は
、
輪
端
部
か
ら
輪

央
部
方
向
へ
進
み
、
江
戸
末
期
に
は
輪
央
部

に
ま
で
達
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
輪
端
部
側
の
悪
水
排

除
が
困
難
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
面

積
を
拡
大
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。

な
お
、
本
阿
弥
新
田
で
は
、
天
明
四
年

（
一
七
八
四
）
に
は
三
一
町
歩
に
、
文
化
五

年
（
一
八
〇
八
）
に
は
七
一
町
歩
に
増
加
。

大
垣
市
北
部
に
は
「
河
間
町
」
と
か
「
領

家
河
間
町
」
と
い
っ
た
「
が
ま
」
を
町
名
に

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
水
質
汚
染
が
激

し
い
現
在
で
も
「
は
り
よ
」
と
い
う
稀
少
な

魚
の
棲
息
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
方
に
分
布
し
て
い
る
の
が
「
河
間

吹
型
」
で
す
。
一
般
的
に
は
図
（
１
）
の
よ

う
な
規
則
性
を
も
っ
た
短
冊
形
の
も
の
が
多

く
、
こ
れ
ら
の
堀
潰
れ
は
、
細
い
溝
渠
と
接

続
し
、
悪
水
川
と
結
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

機
能
的
に
は
、
河
間
吹
型
堀
田
は
「
が

ま
」
の
水
の
低
地
停
滞
を
除
去
す
る
と
と
も

に
、
稲
の
生
育
に
有
害
な
低
温
水
を
田
面
外

へ
放
出
す
る
水
路
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

し
た
。

「
河
間
吹
型
」
の
堀
田
は
、
特
に
、
河
渡

輪
中
に
お
い
て
顕
著
で
、
岐
阜
県
合
渡
の
寺

田
・
河
渡
、
本
巣
郡
北
方
町
高
屋
・
生
津
な

ど
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
し
た
。

【
孤
立
型
】
西
濃
平
野
中
央
部
の
著
し
く

低
湿
で
は
な
い
地
域
に
は
、「
孤
立
型
」
の

堀
田
が
多
く
分
布
し
て
い
ま
す
。

そ
の
多
く
は
、
一
筆
の
耕
地
の
中
央
に
短

冊
状
の
堀
を
設
置
、
こ
れ
ら
の
堀
は
排
水
路

造
成
当
初
は
凶
作
が
続
き
、
他
村
へ
の
出
作

り
や
出
稼
ぎ
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
江
戸
末
期

に
は
反
収
一
石
程
度
で
し
た
。

堀
田
の
形
態
と
機
能

堀
田
を
そ
の
形
態
と
機
能
か
ら
分
類
す
る

と
、
河
間
吹
型
、
孤
立
型
、
田
舟
型
と
に
大

別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
河
間
吹
型
】
こ
の
タ
イ
プ
は
、
西
濃
平

野
の
北
部
に
多
く
分
布
し
て
い
ま
す
。
こ
の

地
方
、
す
な
わ
ち
上
流
部
輪
中
地
域
は
、
扇

状
地
が
三
角
州
に
移
っ
て
い
く
境
で
、「
が

ま
」
と
呼
ば
れ
る
自
噴
水
が
多
く
湧
き
出
し

た
と
こ
ろ
で
す
。
大
垣
輪
中
西
部
を
流
れ
て

揖
斐
川
に
注
ぐ
杭
瀬
川
、
本
巣
郡
穂
積
町
と

安
八
郡
墨
俣
町

の
境
を
流
れ
、

長
良
川
に
合
流

す
る
犀
川
な
ど

は
、
こ
れ
ら
の

「
が
ま
」
の
水

を
集
合
し
て
流

れ
る
小
河
川
で

す
。

江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、堀
田
の
造
成

が
急
速
に
拡
大
普
及
し
ま
し
た
。

堀
田
と
は
、ク
リ
ー
ク
と
呼
ば
れ
る
堀
を
配
し
た
耕

地
の
こ
と
で
す
。
輪
中
の
成
立
に
よ
り
、悪
水
が
湛
水
す

る
低
湿
地
帯
で
盛
ん
に
造
成
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、明

治
以
降
の
近
代
化
で
堀
田
は
消
滅
す
る
こ
と
に
。
以
後

の
土
地
改
良
や
動
力
の
排
水
機
の
導
入
で
、農
業
は
機

械
化
し
大
き
く
変
貌
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

農
地
の
形
態
と
耕
作

図1）河間吹型の堀田
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（
溝
渠
）
と
連

結
し
て
い
る
も

の
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
タ

イ
プ
の
堀
は
、

下
流
部
輪
中
の

堀
に
比
べ
て
狭

く
、
浅
い
の
が
特
徴
で
す
。
梅
雨
時
に
は
天

水
で
満
水
し
、
田
面
に
溢
流
・
停
滞
し
ま
す

が
、
普
通
時
に
は
半
分
程
度
の
水
位
で
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
渇
水
期
に
は
足
踏
み
水

車
で
田
面
に
水
を
引
き
入
れ
て
、
灌
漑
用
水

と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し

た
。
ま
た
、
冬
の
休
耕
期
に
は
、
そ
の
水
位

が
低
い
た
め
、
水
田
土
壌
の
乾
燥
に
よ
る
土

壌
改
良
に
有
効
な
働
き
を
し
ま
し
た
。「
孤

立
型
」
の
堀
田
は
、
中
流
部
輪
中
に
見
ら
れ

ま
し
た
が
、
下
流
部
輪
中
に
お
い
て
も
、
輪

頂
部
な
ど
に
分
布
し
て
い
ま
し
た
。

【
田
舟
型
】
湿
田
の
多
い
下
流
部
輪
中
で

は
、
堀
潰
れ
が
溝
渠
（
こ
の
地
方
で
は
「
江
」

と
呼
ぶ
）
や
悪
水
川
（
こ
の
地
方
で
は
「
通

り
江
」
と
い
う
）
と
直
結
し
た
「
田
舟
型
」

の
堀
田
が
多
く
分
布
し
て
い
ま
し
た
。
特

に
、
高
須
輪
中
輪
央
部
以
南
の
地
域
で
は
、

堀
上
田
と
堀
潰
れ
の
比
が
六：

四
、
あ
る
い

は
部
分
的
に
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
、
深
く
、
広
い
の
が
特
徴
で
す
。

図
（
３
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
田
舟

型
」
の
堀
田
で
は
、
一
筆
耕
地
と
一
筆
耕
地

の
境
目
に
細
長
く
続
く
堀
潰
れ
が
流
れ
て
お

り
、
堀
の
利
用
権
は
耕
地
所
有
者
に
属
し
て

堀
田
の
三
類
型
の
分
布
を
大
観
す
れ
ば
、

輪
中
地
域
の
高
位
部
か
ら
低
位
部
に
向
か
っ

て
、
河
間
吹
型→

孤
立
型→

田
舟
型
の
順
に

分
布
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
同
一
輪
中
は
同
じ
タ
イ
プ
の
堀

田
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
高
位
部
の

輪
中
で
は
河
間
吹
型
の
そ
れ
が
あ
る
の
に
、

輪
端
部
に
は
孤
立
型
な
い
し
田
舟
型
が
あ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
低
位
部
輪
中
で

は
田
舟
型
が
多
い
と
は
い
え
、
輪
頂
部
の
一

部
に
は
孤
立
型
も
あ
り
ま
し
た
。

輪
中
特
有
の
風
物
詩
で
あ
っ
た
堀
田
は
、

明
治
以
降
の
相
次
ぐ
土
地
改
良
や
排
水
機
の

導
入
に
よ
り
、
次
第
に
姿
を
消
し
て
い
き
ま

し
た
。
堀
田
の
消
滅
は
、
水
田
面
積
を
急
増

さ
せ
、
田
舟
交
通
を
道
路
交
通
に
転
換
さ
せ

る
と
と
も
に
、
機
械
化
農
業
促
進
に
大
き
く

貢
献
し
て
い
ま
す
。

（
以
上
、
古
今
書
院
発
行
　
「
輪
中
―
そ

の
展
開
と
構
造
―
」
第
６
章
「
輪
中
地
域
の

経
済
構
造
」
よ
り
）

耕
地
の
境
界

濃
尾
平
野
に
お
け
る
水
田
の
特
徴
の
ひ
と

つ
に
、
一
筆
の
耕
地
（
畦
で
区
画
さ
れ
た
水

田
）
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
土
地
の
高
低
差
が
少
な
く
、

水
利
の
関
係
か
ら
一
筆
の
耕
地
が
大
き
く
な

り
、
一
筆
の
耕
地
を
何
人
か
の
地
主
が
所
有

し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
、
耕
地
の
境

界
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
畦
に
全
く

接
し
な
い
水
田
も
あ
り
ま
す
。
畦
に
接
し
な

い
田
の
こ
と
を
、「
め
く
ら
じ
」
と
か
「
お

く
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

畦
に
接
し
て
い
な
い
田
の
場
合
、
他
の
所

有
者
の
土
地
を
通
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

年
貢
（
井
領
米
）
な
ど
を
納
め
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
代
わ
り
、
周
辺
が

田
植
え
を
行
う
前
に
田
植
え
を
し
、
周
辺
の

稲
刈
り
を
行
う
慣
習
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

い
ま
し
た
。
こ
の
堀
は
、
村
所
有
の

溝
渠
（
悪
水
路
）
と
結
ん
で
、
支
線

と
本
線
の
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
堀
や
水
路
は
、
水
上
交
通

（
肥
料
・
農
具
・
農
作
物
・
米
な
ど

の
運
搬
）
に
欠
か
せ
な
い
交
通
上
の

動
脈
で
し
た
。

ま
た
、
堀
潰
れ
な
ど
は
淡
水

魚
・
淡
水
貝
の
好
漁
場
で
、
人
々
の

重
要
な
蛋
白
源
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
一
方
、
堀
底
泥
土
を
「
ど
べ
す

き
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
田
植
前
の
田

一
面
に
盛
り
上
げ
、
有
機
質
肥
料
と

し
て
利
用
し
ま
し
た
。
泥
土
の
入
っ
た
田
の

稲
は
、
秋
落
ち
が
少
な
く
、
収
穫
も
多
か
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
の
他
、
堀
上
田
の
崩
壊
保

全
と
一
筆
耕
地
に
お
け
る
用
排
水
導
入
の
堤

防
的
な
役
割
を
果
た
す
畦
に
も
泥
土
を
利

用
、
こ
れ
を
「
め
ん
ど
ろ
ひ
き
」
と
呼
ん
で

い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
民
家
に
近
い
と
こ
ろ
を
流
れ
る

堀
の
水
は
、
野
菜
洗
い
や
洗
濯
に
も
使
わ
れ

ま
し
た
。「
田
舟
型
」
の
堀
田
は
中
流
部
輪

中
か
ら
下
流
部
輪
中
、
そ
れ
ぞ
れ
輪
端
部
に

顕
著
に
み
ら
れ
ま
し
た
。

図2）孤立型の堀田

西濃平野における堀田の分布（1887年）横井良克原図

図3）田舟型の堀田
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ら
の
慣
習

が
行
わ
れ

て
い
た
の

は
、
八
開

村
の
元
赤

目
・
小
判

山
な
ど
の

集
落
で
し

た
。「

め
く

ら
く
じ
」

に
お
い
て
は
他
の
境
界
の
目
印
と
し
て
「
さ

い
め
く
い
」
と
い
う
杭
を
利
用
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
は
、
杉
・
桧
・
柳
・
栗
な
ど
が
仕
様

さ
れ
ま
し
た
。
田
の
畦
は
、「
か
み
も
ち
」

と
言
わ
れ
、
上
の
田
の
所
有
者
が
管
理
し
、

同
時
に
畦
の
草
も
刈
り
取
り
肥
料
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
方
、
耕
地
と
農
道
と
の
境
が
長
い
年
月

の
間
に
不
明
確
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
道
路

幅
や
耕
地
と
の
境
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、

芯
杭
調
べ
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
芯
杭
と
は
、
一
般
的
に
は
道
路
の
中
央

に
打
ち
付
け
て
あ
る
杭
の
こ
と
で
、
道
路
の

両
端
に
は
袖
杭
が
打
ち
込
ま
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
杭
は
、
杉
・
栗
・
桧
・
竹
な
ど
で

で
き
て
い
ま
し
た
。

竹
の
場
合
に
は
、
そ
の
竹
筒
の
中
に
灰
が

入
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
お
く
と
、

芯
杭
の
竹
が
長
い
歳
月
の
間
に
腐
敗
し
て

も
、
灰
に
よ
っ
て
そ
の
位
置
が
確
認
で
き
た

か
ら
で
す
。
こ
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、

八
開
村
の
川
北
・
立
石
・
給
父
・
元
赤
目
・

上
東
川
の
集
落
で
し
た
。

明
治
時
代
以
降
、
芯
杭
が
打
ち
込
ま
れ
て

い
る
位
置
を
記
し
た
「
芯
杭
帳
」
を
区
長
が

保
管
し
、「
芯
杭
帳
」
を
も
と
に
、
道
路
の

付
替
え
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

地
割
制
度

八
開
村
に
残
さ
れ
た
古
文
書
の
中
に
「
新

田
本
町
場
割
替
帳
」「
新
田
新
町
場
割
帳
」

「
新
田
番
付
覚
帳
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
行

わ
れ
た
土
地
割
替
に
関
す
る
記
録
で
す
。
天

保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）、
弘
化
二
年
（
一

八
四
五
）、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）、
嘉
永

四
年
（
一
八
五
一
）、
嘉
永
六
年
（
一
八
五

三
）、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）、
万
延
二
年

（
一
八
六
一
）、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に

実
施
さ
れ
た
も
の
が
み
ら
れ
ま
す
。

土
地
の
割
替
制
度
は
、「
地
割
制
」「
割
地

制
」「
く
ち
地
制
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
一

定
年
数
ご
と
に
所
有
地
を
割
り
替
え
る
制
度

の
こ
と
で
す
（
以
降
、
本
文
で
は
地
割
と
呼

ぶ
）古

文
書
に
よ
れ
ば
、
佐
織
の
北
河
田
村
の

項
に
は
「
地
割
ハ
十
ヶ
年
ホ
ト
ツ
ツ
ニ
ス
ル

也
」、
小
津
村
の
項
に
は
「
十
ヶ
年
毎
ニ
ス

ル
也
」
と
あ
り
ま
す
。
尾
張
地
方
で
は
一
〇

年
ご
と
に
、
ま
た
日
本
海
側
の
諸
地
域
に
お

い
て
は
二
〇
年
ご
と
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。地

割
の
慣
行
は
、
湛
水
な
ど
の
水
害
を
少

数
の
農
民
だ
け
が
受
け
な
い
よ
う
に
、
集
落

全
体
で
安
全
を
確
保
す
る
よ
う
に
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

尾
張
藩
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
割
に

つ
い
て
藩
は
不
介
入
と
し
、
あ
く
ま
で
村
民

た
ち
が
自
発
的
に
行
う
慣
行
と
し
て
い
ま

す
。尾

張
藩
地
方
で
は
概
ね
一
〇
年
に
一
度
地

割
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
八
開
村
で

は
前
述
の
記
録
の
よ
う
に
、
天
保
一
一
年
か

ら
明
治
四
年
ま
で
の
約
三
〇
年
の
間
に
、
割

替
が
八
回
実
施
さ
れ
て
お
り
、
四
〜
五
年
毎

に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

資
料
に
は
割
替
に
際
し
て
、
割
替
後
の
新

し
い
耕
作
者
の
名
前
・
面
積
・
長
さ
・
横
幅

の
寸
法
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、「
割
り
出
し
」
と
い
っ
て
、
割
替
後
に

面
積
が
従
前
と
同
じ
よ
う
に
な
る
よ
う
に
特

定
の
土
地
を
細
分
化
し
て
畝
な
ら
し
を
行
っ

た
り
、
さ
ら
に
、
田
畑
の
地
味
が
悪
く
生
産

力
の
低
い
土
地
に
つ
い
て
は
、「
泥
引
き
」

と
い
っ
て
余
分
に
耕
地
が
割
り
付
け
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
人
手
と
煩
雑
な
事
務

手
続
き
を
要
す
る
地
割
が
、
八
開
村
で
四
〜

五
年
毎
に
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
低
湿
地
帯

と
い
う
地
域
性
に
起
因
し
て
い
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
八
開
村
を
流
れ
る
領
内
川
は
連
年
の

よ
う
に
水
害
を
引
き
起
こ
し
、
田
畑
を
流
失

さ
せ
、
潰
れ
地
な
ど
を
出
現
さ
せ
て
い
た
た

め
、
割
替
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
て
い
た

の
で
す
。

近
世
の
石
高
制
に
基
づ
く
年
貢
の
負
担

は
、
村
請
制
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
お
り
、

農
民
が
耕
作
す
る
田
畑
は
今
日
的
な
意
味
で
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。
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入
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さ
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す
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を
発
行
し
、
地
券
の
所
有
者
を
土

地
所
有
者
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
地
租

（
税
金
）
を
徴
収
す
る
近
代
的
な
税
制
を
確

立
し
ま
し
た
。
こ
の
近
代
的
な
土
地
所
有
制

度
を
確
立
す
る
に
際
し
て
、
地
割
の
慣
行
は

大
き
な
弊
害
と
な
り
、
明
治
六
年
（
一
八
七

三
）
の
地
租
改
正
を
契
機
と
し
て
廃
絶
さ
れ

ま
し
た
。

（
以
上
、
八
開
村
史
　
民
俗
編
よ
り
）
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諸戸 靖氏

生年月日 昭和31年2月13日
最終学歴 関西大学　文学部史学科
職　　歴 昭和54年から桑員地区にて小学校に

勤務
平成2年から長島町職員（輪中の郷に
勤務）
現在、輪中の郷主査

著　　書 木曽川（共著）
論　　文 昭和初期の木曽三川下流域の状況と

東南海地震による影響（99年土木史
学会）

『
伊
勢
湾
台
風
後
、

急
成
長
を
遂
げ
た

長
島
輪
中
の
農
業
』

長
島
町
　
輪
中
の
郷
主
査
　
諸
戸
　
靖
氏

昭
和
三
四
年
九
月
二
六
日
、当
日
の
午
前

中
は
台
風
が
近
づ
い
て
い
る
よ
う
な
空
で
は
な

か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。夕
刻
か
ら
降
り

始
め
た
雨
は
、潮
の
岬
付
近
に
台
風
が
上
陸

し
た
午
後
六
時
頃
、長
島
付
近
で
は
風
雨
共

に
非
常
に
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。当

時
の
長
島
で
は
、家
の
戸
に
板
を
打
ち
付
け
た

り
し
て
家
を
補
強

し
、台
風
に
備
え

て
い
ま
し
た
が
、

輪
中
と
呼
ば
れ
る

地
区
で
さ
え
、明

治
改
修
後
約
六
〇

年
間
も
の
永
き
に

渡
り
、破
堤
・
入

水
の
経
験
の
な
い
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
た
め

に
、水
防
に
対
し
て
の
精
神
的
な
備
え
は
、昔

ほ
ど
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。堤
防
の
決

壊
は
午
後
八
時
過
ぎ
と
推
定
さ
れ
ま
す
。時

速
六
〇
㎞
の
早
い
台
風
は
、上
陸
後
も
勢
力
の

衰
え
は
ほ
と
ん
ど
な
く
伊
勢
湾
の
西
側
を
通

る
最
悪
の
コ
ー
ス
を
進
ん
だ
た
め
、
上
げ
潮

洪
水
に
よ

っ
て
も
た

ら
さ
れ
る

土
砂
か
ら

必
要
量
の

土
砂
を
補

充
し
つ
つ
、

米
作
を
行

っ
て
き
ま

し
た
。

長
島
で
は
明
治
の

改
修
工
事
後
、大
き

な
破
堤
、洪
水
が
な

く
な
っ
た
た
め
、土
砂

の
供
給
が
減
り
堀
田

の
面
積
は
よ
り
増
大

し
、改
修
工
事
後
の

最
南
端
の
干
拓
輪
中（
松
蔭
輪
中
）で
は
、網

の
目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
水
路
の
中

に
水
田
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
し
た
。こ
の
よ

う
な
中
で
伊
勢
湾
台
風
は
襲
来
し
ま
し
た
。

に
乗
っ
て
増
大
し
た
高
潮
が
伊
勢
湾
の
最
奥

を
襲
い
ま
し
た
。長
島
町
で
は
南
部
の
松
蔭
地

区
あ
た
り
が
最
初
に
決
壊
し
、通
常
の
河
川

の
洪
水
と
は
逆
方
向
か
ら
、即
ち
海
か
ら
輪

中
内
に
海
水
が
侵
入
し
、上
流
に
向
か
っ
て
波

は
押
し
寄
せ
、住
民
は
逃
げ
る
ま
も
な
く
押

し
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。こ
の
と
き
の
最

高
潮
位
は
お
よ
そ
四
ｍ
に
達
し
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。長
島
町
で
の
被
害
に
つ
い
て
は
、別

表
の
通
り
で
す
。農
地
農
業
用
施
設
災
害
総

額
は
九
九
一
七
万
円
で
し
た
。

長
島
町
で
は
伊
勢
湾
台
風
後
、緊
急
災
害

復
旧
工
事
に
ひ
き
つ
づ
き
、本
復
旧
工
事
が
行

わ
れ
、従
来
の
堤
防
か
ら
二
ｍ
近
く
も
高
く

な
り
、南
部
の
地
域
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
面

工
法
が
用

い
ら
れ
、波

返
し
も
つ

け
ら
れ
ま

し
た
。こ
れ

ら
の
復
旧

工
事
は
、

伊
勢
湾
台
風
と
長
島
町
の
治
水
工
事

明
治
改
修
後
、そ
れ
ま
で
多
発
し
て
い
た
洪

水
が
激
減
し
、破
堤
が
も
た
ら
す
災
害
か
ら

免
れ
る
こ
と
に
よ
り
、安
定
し
た
生
活
が
お
く

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ
は
農
業
生

産
に
お
け
る
恒
常
的
な
収
穫
を
も
た
ら
し
た

も
の
の
、濃
尾
平
野
西
部
の
自
然
沈
降
現
象
に

よ
っ
て
輪
中
内
は
徐
々
に
沈
下
し
て
い
き
ま
し

た
。江

戸
時
代
後
期
か
ら
輪
中
内
で
の
堀
田
で

の
耕
作
が
普
及
し
始
め
ま
す
。こ
れ
は
、沈
降

現
象
に
よ
る
地
盤
沈
下
に
よ
っ
て
、輪
中
内
の

耕
作
地
は
周
囲
の
河
川
の
水
位
よ
り
低
い
と

こ
ろ
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
、排
水
が

ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
、長
期
湛
水
化
現
象

が
顕
著
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。こ
の
た
め
耕
作

面
積
の
減
少
を
も
た
ら
す
堀
潰
れ
を
作
っ
て

ま
で
、排
水
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
ま
し
た
。

堀
田
は
輪
中
の
象
徴
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す

が
、収
穫
量
の
減
少
を
も
た
ら
す
堀
田
は
、農

民
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
く
、本
来
定
期
的
な

TALK＆TALK

伊勢湾台風、長島町の被害①

本町の被害状況 

人　口 

北部地区 中部地区 伊曽島地区 合　計 

1,290

248

1

4

65

0

0

40

77

60

0

5,139

1,038

101

130

408

3

78

158

82

180

9

2,279

388

281

96

109

10

168

3

0

3

13

8,708

1,674

383

230

582

13

246

201

153

243

22

世帯数 

死　者 

全　壊 

半　壊 

倒　壊 

流　失 

床上浸水 

床下浸水 

無被害 

全滅戸数 

伊勢湾台風、長島町の被害②

伊勢湾台風、長島町の被害③



台
風
が
去
っ
た
翌
年
昭
和
三
五
年
一
月
か
ら

始
め
ら
れ
、、昭
和
三
七
年
七
月
に
完
了
し
ま

し
た
。

耕
地
整
理
事
業
の
進
展

長
島
で
の
耕
地
整
理
事
業
は
、昭
和
三
〇

年
四
月
長
島
地
区
区
画
整
理
事
業
と
し
て
始

め
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
事
業
と
相
前
後
し
て
、

長
島
は
明
治
以
降
、楠
村
・
長
島
村
・
伊
曽
島

村
の
三
地
域
に
分
か
れ
独
自
の
行
政
を
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、昭
和
二
九
年
に
長
島
村
が
町

政
を
施
行
し
た
の
を
は
じ
め
、翌
年
に
は
楠
村

が
長
島
町
に
合
併
、昭
和
三
一
年
に
は
伊
曽

島
村
が
合
併
し
、現
在
の
長
島
町（
新
長
島
輪

中
）が
で
き
ま
し
た
。新
長
島
輪
中
は
複
合
輪

中
と
な
っ
た
も
の
の
、楠
村
と
長
島
村
で
は
地

盤
高
が
若
干
違
っ
て
い
ま
し
た
。江
戸
時
代
に

は
長
島
輪
中
内
の
中
心
付
近
に
木
曽
川
堤
か

ら
揖
斐
川
堤
ま
で
を
横
断
す
る
井
桁（
輪
中

内
堤
防
）を
作
り
、洪
水
の
危
険
度
を
半
減
さ
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せ
る
な
ど
の
工
事
を
行
っ
て
い
た
た
め
、従
来

の
小
輪
中
間
で
は
地
盤
高
が
若
干
違
っ
て
き

た
の
で
す
。ま
た
長
島
村
と
伊
曽
島
村
の
間
に

は
両
村
を
分
け
る
鰻
江
川
が
流
れ
て
お
り
、

伊
曽
島
村
の
旧
支
配
が
新
開
の
輪
中
で
長
島

藩
で
は
な
く
天
領
で
あ
っ
た
時
期
が
長
か
っ
た

た
め
、そ
れ
ぞ
れ
の
旧
村
の
都
合
に
よ
り
一
斉

に
区
画
整
理
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。こ
う
し
た
理
由
に
加
え
、そ
れ

ぞ
れ
の
集
落
は
開
発
時
期
が
違
っ
た
り
、輪
中

の
特
有
の
住
居
形
態
で
あ
る
列
状
集
落
に
よ

っ
て
農
地
が
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、同
一
村
内

の
お
い
て
も
集
落
に
よ
っ
て
は
区
画
整
理
が
始

ま
っ
た
年
月
は
違
い
ま
し
た
。

さ
て
昭
和
三
〇
年
か
ら
始
ま
っ
た
区
画
整

理
事
業
は
、堀
田
と
呼
ば
れ
る
泥
田
か
ら
乾

田
へ
ま
た
機
械
化
の
進
む
農
業
生
産
の
流
れ

の
中
、順
調
に
進
ん
で
い
き
ま
し
た
が
、昭
和

三
四
年
九
月
二
六
日
、伊
勢
湾
台
風
に
よ
り

壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。そ
の
た
め

区
画
整
理
事
業
と
共
に
災
害
復
旧
事
業
も
平

行
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
が
、台
風
後
の
昭
和
三

五
年
一
月
か
ら
は
、長
島
町
の
最
南
端
に
位

置
す
る
松
蔭
地
区
の
区
画
整
理
事
業
も
始
め

ら
れ
ま
し
た
。こ
の
結
果
昭
和
三
七
年
に
は
長

島
地
区
八
〇
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
、一
二
億
四
二
三

一
万
二
千
円
の
総
工
費
で
完
成
し
ま
し
た
。

普
通
水
利
組
合
か
ら
土
地
改
良
区
へ

長
島
は
海
抜
〇
ｍ
地
帯
に
位
置
し
、輪
中

と
い
う
水
防
共
同
体
を
形
成
し
、治
水
及
び

利
水
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。こ
の
た
め
他
の
輪

中
に
つ
い
て
は
江
戸
期
よ
り
水
利
組
合
を
作

り
、共
同
体
を
文
書
化
し
て
運
営
し
て
い
ま
し

た
。長
島
輪
中
に
つ
い
て
は
、水
利
組
合
の
成
立

は
比
較
的
新
し
く
、南
部
の
伊
曽
島
村
が
明

治
三
一
年
葭
ヶ
須
輪
中
に
水
利
組
合
を
設
立

し
た
の
を
は
じ
め
、明
治
三
二
年
に
は
長
島
村

水
利
組
合
の
設
立
認
可
が
下
り
ま
し
た
。そ

し
て
明
治
の
改
修
工
事
が
終
わ
り
、新
開
輪

中
と
し
て
成
立
す
る
松
蔭
地
区
に
も
大
正
七

年
に
は
水
利
組
合
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

戦
後
、農
地
改
革
が
実
施
さ
れ
る
と
、長
島
で

は
村
外
地
主
は
全
て
の
農
地
の
所
有
を
失
い
、

村
内
地
主
も
所
有
は
七
反
ま
で
と
限
定
さ
れ

た
た
め
、耕
作
農
民
は
ほ
と
ん
ど
が
自
作
農
民

と
な
り
ま
し
た
。そ
こ
で
昭
和
二
五
年
に
そ
れ

ま
で
の
楠
村
は
水
利
組
合
か
ら
替
わ
り
、土

地
改
良
区
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、昭
和

二
七
年
に
は
長
島
村
も
土
地
改
良
区
が
設
立

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。こ
こ
で
は
主
に

耕
地
整
理
事
業
の
推
進
が
話
し
合
わ
れ
ま
し

た
が
、昭
和
三
〇
年
に
は
楠
村
と
長
島
町
が

合
併
し
た
こ
と
に
よ
り
土
地
改
良
区
も
合
併

し
ま
し
た
。こ
の
間
に
は
水
防
に
関
係
し
て
い

た
水
利
組
合
も
昭
和
三
〇
年
に
長
島
町
水
防

団
を
結
成
し
、水
防
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。用

排
水
改
良
事
業
の
進
展

農
地
の
灌
漑
排
水
は
旧
来
、輪
中
堤
に
設

け
た
樋
門（
圦い
り

）で
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、明
治

の
中
ご
ろ
に
各
輪
中
毎
に
水
利
組
合
を
設
立

し
て
、排
水
機
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。排
水
機
は
明
治
三
三
年
に
長
島
村

十
日
外
面
に
建
設
し
た
人
造
樋
が
初
め
て
で
、

こ
こ
に
水
車
式
排
水
機
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
明
治
三
七
年
に
は
、長
島
村
大
島
に
蒸

気
排
水
ポ
ン
プ
が
設
け
ら
れ
た
後
、動
力
も

電
力
に
移
っ
て
モ
ー
タ
ー
の
使
用
に
替
わ
っ
て

い
き
ま
し
た
。し
か
し
灌
漑
に
つ
い
て
は
そ
の

後
も
通
管
樋
管
を
建
設
し
利
用
し
て
い
ま
し

た
が
、昭
和
二
九
年
木
曽
・
長
良
両
川
の
改
良

浚
渫
工
事
が
始
ま
る
と
、そ
の
残
土
を
輪
中

内
に
サ
ン
ド
ポ
ン
プ
で
噴
き
入
れ
、農
地
の
嵩

上
げ
や
池
沼
お
よ
び
不
用
河
川
の
埋
め
立
て

が
行
わ
れ
ま
し
た
。こ
れ
を
機
会
に
区
画
整

理
事
業
が
進
む
と
共
に
、土
地
改
良
区
ご
と

の
幹
線
排
水
路
が
設
け
ら
れ
、昭
和
三
九
年

に
は
伊
勢
湾
台
風
の
復
旧
事
業
と
共
に
排
水

事
業
は
略
完
了
し
ま
し
た
。

ま
た
昭
和
三
三
年
か
ら
は
県
営
木
曽
川
下

流
農
業
水
利
改
良
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た

が
、昭
和
三
〇
年
代
後
半
か
ら
同
四
〇
年
代

に
掛
け
て
地
盤
沈
下
が
進
行
し
、最
大
で
は

耕地整理前の水路にかかる橋（橋の下は舟を通行させるため台形上になっている）

伊勢湾台風、長島町の被害④



Ｖ
Ｏ
Ｉ
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愛
知
県
東
郷
町
　
高
嶺
小
学
校

四
年
生
の
先
生
と
皆
さ
ん

一
〇
月
二
七
日
に
木
曽
川
文

庫
と
船
頭
平
閘
門
を
見
学
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。子
ど
も
た
ち

の
お
礼
の
気
持
ち
を
カ
ー
ド
に
し

ま
し
た
。読
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
幸

い
に
存
じ
ま
す
。

※
高
嶺
小
学
校
の
お
礼
の
カ
ー
ド
は
、木
曽

川
文
庫
の
入
口
に
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
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TALK＆TALK

伊
曽
島
地
区
白
鶏
で
累
積
沈
下
が
二
ｍ
以
上

に
も
達
し
、海
水
の
遡
上
が
激
し
く
な
り
ま

し
た
。昭
和
五
二
年
か
ら
は
木
曽
川
総
合
用

水
事
業
が
始
め
ら
れ
、昭
和
五
四
年
か
ら
は

団
体
営
灌
漑
排
水
事
業
、非
補
助
土
地
改
良

事
業
が
始
め
ら
れ
、木
曽
川
の
水
を
導
水
管

（
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
）に
よ
っ
て
各
農
地
に
灌
漑
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
よ
う

や
く
不
安
定
な
用
水
管
理
か
ら
開
放
さ
れ
、施

設
園
芸
な
ど
の
新
し
い
農
業
経
営
も
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

長
島
町
の
特
産
品

長
島
で
は
豊
か
な
台
地
と
豊
富
な
水
に
よ

り
、
古
来
よ
り
稲
作
が
盛
ん
で
、
平
坦
な
堤

内
地
は
そ
の
ほ
ぼ
全
域
が
田
地
で
し
た
。
わ

ず
か
に
畑
作
と
し
て
は
夏
作
と
し
て
瓜
類
、

西
瓜
、
胡
瓜
、
茄
子
、
唐
辛
子
、
薩
摩
芋
が
作

ら
れ
、
冬
作
と
し
て
は
大
根
、
蕪
、
麦
、
菜
種
、

じ
ゃ
が
芋
、
え
ん
ど
う
な
ど
が
作
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
中
で
も
菜
種
は
、
多
量
の
水
と
水

捌
け
の
よ
い
土
地
で
あ
る
長
島
に
適
し
て
お

り
、
堀
田
で
耕
作
し
た
稲
作
の
裏
作
と
し
て
、

堀
田
を
高
く
積
み
上
げ
て
作
っ
た『
く
ね
田
』

と
呼
ば
れ
る
高
い
畝
の
畑
で
大
量
に
生
産
さ

れ
ま
し
た
。

「
江
戸
の
灯
り
は
伊
勢
の
な
た
ね
で
も
つ
」と

い
わ
れ
て
い
た
ほ
ど
盛
ん
で
し
た
。
し
か
し
時

代
と
共
に
菜
種
油
の
需
要
が
減
少
し
、
ま
た

化
成
肥
料
の
普
及
に
よ
り
菜
種
糟
の
生
産
も

少
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
昭
和
三
〇

年
代
に
な
る
と
菜
種
の
生
産
は
減
少
し
て
い

き
ま
す
が
、
昔
か
ら
一
株
あ
た
り
の
菜
種
の

増
産
を
は
か
る
た
め
に
、
摘
芯
と
い
っ
て
成
長

す
る
先
端
を
摘
ん
で
わ
き
芽
を
出
し
て
い
ま

し
た
が
、こ
れ
ら
を
食
用
と
し
て
い
た
農
家
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
そ
れ
を
青
果
市
場
に

出
荷
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
手

で
摘
み
取
る
と
こ
ろ
か
ら
自
然
発
生
的
に「
ツ

ミ
ナ
」と
呼
ば
れ
、
個
人
別
ば
ら
売
り
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
昭
和
四
〇
年
代
後
半
に
は
出
荷

基
準
や
栽
培
基
準
が
決
め
ら
れ
、
名
前
も

「
な
ば
な
」と
し
、
地
元
中
京
圏
を
は
じ
め
、

関
東
、
北
海
道
に
も
出
荷
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
三
重
県
の
ブ
ラ
ン
ド
野
菜
と
な
り
ま
し

た
。ま

た「
ト
マ
ト
」も
盛
ん
に
生
産
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
昭
和
六
三
年
に
日
本
で
初
め

て「
ハ
ウ
ス
桃
太
郎
」の

栽
培
に
成
功
し
た
た

め
で
、減
反
政
策
の
中
、

温
室
や
ビ
ニ
ル
ハ
ウ
ス

で
の
ト
マ
ト
栽
培
が
北

部
地
区
を
中
心
に
広

ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

過
去
の
水
害
の
影
響
な
ど
で
、
も
と
も
と
土

壌
に
若
干
の
塩
分
を
含
む
た
め
、
製
品
の
ト

マ
ト
は
甘
く
、
ま
た
完
熟
し
て
か
ら
出
荷
す

る
た
め
に
真
っ
赤
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
他
、
木
曽
三
川
河
口
の
伊
勢
湾
で
は

海
苔
養
殖
も
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
海
水
と

淡
水
の
混
じ
り
あ
う

好
漁
場
で
、
品
質
の
よ

い
海
苔
が
た
く
さ
ん

生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

VOICE  GALLERYVOICE  GALLERY ボイス・ギャラリーは本誌へのご意見や地域の情報などを紹介するコーナーです。 

今回は多数のご意見の中から、次の皆様の声を紹介します。 

Ｖ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
①

岐
阜
県
立
大
垣
農
業
高
校
教
員

中
田
博
章
さ
ん

本
校
環
境
緑
地
学
科
で
は
、

「
環
境
緑
地
」と
い
う
科
目
で「
水

と
緑
と
土
」を
主
テ
ー
マ
に
、環
境

や
そ
れ
を
取
り
巻
く
問
題
に
つい

て
学
習
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
中
で「
水
」に
つ
い
て
は
、西

濃
地
域
の
水
の
歴
史
や
現
在
の

河
川
工
法
な
ど「
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
」の

内
容
を
大
変
参
考
に
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

今
後
も「
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
」発
刊

が
永
く
続
き
ま
す
よ
う
、お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

Ｖ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
②

東
京
都
文
京
区
　
桜
蔭
中
学
校
三
年

鈴
木
里
佳
子
さ
ん

八
月
に
木
曽
川
文
庫
へ
う
か
が
っ
た

時
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ

り
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。お
か

げ
で
、九
月
一
日
に「
輪
中
に
お
け
る

治
水
の
歴
史
」と
し
て
学
校
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
」

を
は
じ
め
た
く
さ
ん
の
貴
重
な
資
料
を

い
た
だ
き
、当
初
私
が
考
え
て
い
た
よ

り
も
、内
容
が
深
く
充
実
し
た
も
の
に

仕
上
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。も
っ
と
早
く

お
礼
の
手
紙
を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、休
み
明
け
の
テ
ス
ト
な
ど
が
あ

り
、遅
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
編
集
部
か
ら
の
お
願
い
】

治
水
に
関
わ
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
。

「ハウス桃太郎」トマト

なばな

【
お
詫
び
】

v
o
l
.
48
の
ボ
イ
ス
ギ
ャ
ラ
リ

ー
の
中
で
渡
辺
千
賀
恵
さ
ん
の

名
前
が
間
違
っ
て
お
り
ま
し
た
。

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
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木曽川の背割堤では、12月初めコハクチ

ョウ3羽が確認されましたが、その後、数は

増えません。川面に浮かぶ冬鳥の数が年々少

なくなっていくのは淋しいことです。

今号の編集にあたって、木曽福島町、木曽森林

管理署の皆様、及び諸戸靖氏にご協力いただき

ました。ありがとうございました。

次回は、岐阜県美濃市を特集します。

宛先 「ＫＩＳＳＯ」編集 ＦＡＸ（0567）24-5166

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

む
か
し
の
お
話
で
す
。

岩
郷
村
の
鳥
居
集
落
は
、
木
曽
川
の
せ
せ
ら
ぎ
の
聞
こ
え
る

美
し
い
と
こ
ろ
で
し
た
。

村
の
な
か
を
中
山
道
が
通
っ
て
お
り
、

そ
の
名
の
よ
う
に
街
道
の
そ
ば
に
は
大
き
な
鳥
居
が
た
っ
て
い
ま
し
た
。

鳥
居
の
両
側
に
は
こ
れ
も
ま
た
大
き
な
石
灯
篭
が
一
対
た
っ
て
い
て
、

村
の
人
々
も
、
中
山
道
を
通
る
旅
人
も

こ
こ
か
ら
御
嶽
山
を
遥
拝
し
て
い
ま
し
た
。

山
は
神
々
が
住
ま
う
と
こ
ろ
。

自
然
を
育
む
神
聖
な
場
所
で
し
た
か
ら
、

御
嶽
信
仰
と
い
う
宗
教
も
生
ま
れ
た
の
で
し
た
。

し
か
し
、
鳥
居
の
場
所
か
ら
は
御
嶽
山
は
み
え
ま
せ
ん
。

こ
こ
か
ら
少
し
上
が
っ
た
山
の
中
腹
に

ど
う
が
ん
岩
と
呼
ぶ
大
き
な
岩
が
あ
り
、

裾
野
ま
で
美
し
く
見
え
ま
す
の
で
、

御
嶽
の
姿
を
拝
み
た
い
人
は
、

わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
ま
で
登
っ
て
い
っ
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。

ど
う
が
ん
岩
の
上
は
平
ら
に
な
っ
て
お
り
、

ま
ん
中
が
少
し
く
ぼ
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
こ
に
は
、
き
れ
い
な
水
が
た
ま
っ
て
お
り
、

不
思
議
な
こ
と
に
枯
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

覚
明
と
い
う
立
派
な
お
坊
さ
ま
が

御
嶽
山
へ
の
登
山
道
を
開
か
れ
た
こ
ろ
、

こ
の
岩
の
上
か
ら
、
御
嶽
山
を
拝
ま
れ
た
よ
う
で
、

川
合
原
か
ら
こ
の
岩
へ
来
る
と
き
は
、

木
曽
川
に
で
き
て
い
る
大
き
な
渕
の

長
と
ろ
を
棒
を
使
っ
て
自
由
自
在
に
渡
っ
た
と
い
い
ま
す
。

ど
う
が
ん
岩
の
く
ぼ
み
の
水
で
目
を
洗
う
と
、

眼
病
が
治
る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
、

村
人
だ
け
で
は
な
く
遠
く
松
本
や
中
津
川
の
方
か
ら
も

こ
こ
へ
お
参
り
に
き
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。

編 集 後 記

覚
明
さ
ま
と
ど
う
が
ん
岩
　
木
曽
福
島
町


