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ふるさとの街・探訪記

境川とともに、歴史を育む柳津町
エリア・リポート
柳津の治水偉人伝
気ままにJOURNEY

厳しくも豊かな自然が育んだ
柳津スピリット
歴史ドキュメント
周期的に発生する
東海・東南海・南海地震、
その歴史と実態
TALK&TALK
「海溝型巨大地震災害を考える」
民話の小箱
庄屋さまの雨乞い神事

岐阜県柳津町

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。
冬号は境川とともに発展した柳津町から
その歴史や治水の恩人・山田省三郎の軌跡を中心に、
歴史ドキュメントでは、
「木曽三川と地震」を特集します。



町
の
真
ん
中
を
流
れ
る
境
川
は
か
つ
て
の
木

曽
川
本
流
。旧
柳
津
村
と
旧
佐
波
村
を
区
切

る
よ
う
に
、南
へ
流
下
し
て
い
ま
す
。

柳
津
町
内
の
柳
津
地
区
を
上
古
で
は
須

村
、中
古
の
時
代
に
は
津
村
と
言
っ
た
と
い
う

古
い
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。須
村
と
は

「
州
」と
い
う
意
味
。つ
ま
り
、木
曽
川
の
運
ん

だ
土
砂
が
寄
州
や
中
州
を
作
り
、陸
地
を
形

成
し
た
様
子
が
地
名
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た

よ
う
で
す
。津
村
と
は
、船
着
場
の
あ
る
村
の

こ
と
。境
川
が
木
曽
川
本
流
で
あ
っ
た
時
代
、

上
流
部
や
下
流
部
へ
の
舟
運
の
要
所
だ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

輪
中
地
帯
で
唯
一
の
佐
波
古
墳

高
桑
地
先
の
畑
間
遺
跡
か
ら
、鉄
製
農
具

や
炉
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、奈
良
時
代
に
属

す
る
遺
跡
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。中
佐
波
で
は
、

耕
地
整
理
の
際
に
佐
波
古
墳
が
発
見
さ
れ
、古

鏡
や
勾
玉
、刀
の
一
部
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま

す
。こ
の
古
墳
は
、小
河
川
に
は
さ
ま
れ
た
自
然

堤
防
上
の
西
端
に
築
か
れ
て
い
た
よ
う
で
、そ

の
形
状
は
前
方
後
円
墳
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。ま
た
、発
掘
さ
れ
た
副
葬
品
か
ら
想
定
す

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
記
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境
川
は
、か
つ
て
の
木
曽
川
本
流
。そ
の
名
の
示
す
よ

う
に
、尾
張
国
と
美
濃
国
の
境
を
な
し
て
い
ま
し
た
。

境
川
を
め
ぐ
っ
て
境
界
論
争
も
発
生
し
、源
平
合
戦

の
舞
台
に
も
な
り
ま
し
た
。天
正
の
大
洪
水
で
河
道

は
変
動
し
、柳
津
に
は
水
没
し
た
集
落
や
分
散
し
た

村
も
。近
世
以
降
、松
枝
輪
中
と
佐
波
輪
中
が
成

立
。現
在
は
、第
四
次
総
合
計
画
の
も
と
、さ
ま
ざ
ま

な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

る
と
、五
世
紀
頃

の
も
の
。か
な
り
の

豪
族
が
葬
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。岐

阜
県
の
輪
中
地
帯

で
は
、そ
れ
ま
で
一

基
の
古
墳
も
発
見

さ
れ
て
い
な
い
な
か

で
、非
常
に
珍
し

い
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

茜
部
と
の
境
界
争
い

古
代
の
行
政
区
画
で
は
、柳
津
地
区
は
尾

張
国
葉
栗
郡
に
、佐
波
地
区
は
美
濃
国
厚
見

柳
津
町
の
あ
ら
ま
し

柳
津
町
は
、県
庁
所
在
地
の
岐
阜
市
と
岐

阜
県
の
玄
関
口
で
あ
る
東
海
道
新
幹
線
岐
阜

羽
島
駅
の
あ
る
羽
島
市
と
の
間
に
あ
り
、産
業

交
通
の
要
路
と
し
て
重
要
な
位
置
を
し
め
て

い
ま
す
。濃
尾
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
た
り
松

枝
輪
中
と
佐
波
輪
中
に
ま
た
が
る
平
坦
地
で
、

岐
阜
県
の
穀
倉
地
帯
の
一
角
を
な
し
て
い
ま

す
。木
曽
・
長
良
川
の
両
河
川
の
中
央
に
あ
り

境
川
と
と
も
に
、歴
史
を
育
む
柳
津
町
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で
陣
を
張
る
源
氏
の
総
大
将
が
書
か
れ
て
い

ま
す
が
、中
世
に
は
要
衝
の
地
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

そ
の
墨
俣
川
の
合
戦
は
、治
承
五
年（
一
一

八
一
）、墨
俣
川
を
は
さ
ん
で
平
氏
と
源
氏
が

激
突
し
た
戦
い
で
、や
が
て
一
の
谷
・
屋
島
・
壇

の
浦
へ
と
続
く
源
平
の
一
大
決
戦
の
前
哨
戦
。

西
岸
に
は
、平
重
衡
・
維
盛
率
い
る
平
氏
の
大

軍
が
、東
岸
に
は
、源
行
家
・
義
圓
ら
の
源
氏

の
軍
勢
が
軍
を
張
っ
て
戦
い
ま
し
た
が
、源
義

圓
が
討
ち
取
ら
れ
、源
氏
は
敗
退
し
ま
し
た
。

こ
の
戦
い
は
大
河
を
は
さ
ん
だ
戦
い
だ
っ
た
た

め
、多
く
の
戦
死
者
の
中
に
は
溺
死
者
も
い
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

柳
津
も
激
戦
地
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
よ
う
で
、坂

巻
運
動
場
広
場
の
南
に
※「
尾
張
川
の
古
戦

場
」の
石
標
が
立
っ
て
い
ま
す
。町
内
に
は
南
塚

を
は
じ
め
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
五
輪
塔
が
あ
り

ま
す
が
、墨
俣
川
の
合
戦
に
関
わ
り
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
長
大

な
木
曽

川
は
、近

世
ま
で
そ

の
名
称

が
固
定

し
て
お
ら
ず
、地
域
に
よ
っ
て
、広
野
川
・
鵜
沼

川
・
岐
蘇
川
・
境
川
・
尾
張
川
な
ど
さ
ま
ざ
ま

に
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。柳
津
町
付
近
の
境
川

も
尾
張
川
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

濃
尾
両
勢
力
の
接
触
地
点

戦
国
時
代
に
は
、柳
津
城
が
あ
り
、竹
腰
摂

津
守
が
居
城
し
て
い
た
よ
う
で
す
。弘
治
二
年

（
一
五
五
六
）、斉
藤
道
三
が
そ
の
子
の
義
龍

と
戦
っ
た
長
良
川
の
合
戦
で
、義
龍
側
と
し
て

戦
っ
た
竹
腰
摂
津
守
が
戦
死
す
る
と
、叔
父
の

成
吉
摂
津
守
尚
光
が
柳
津
城
主
に
。尚
光
は
、

義
龍
や
そ
の
子
・
龍
興
の
重
臣
と
し
て
仕
え
、

「
西
美
濃
五
人
衆
」の
一
人
と
し
て
活
躍
し
ま

し
た
。当
時
、尾
張
国
で
あ
っ
た
柳
津
あ
た
り

ま
で
、美
濃
の
斉
藤
氏
の
勢
力
が
及
ん
で
い
た

よ
う
で
、柳
津
近
辺
が
濃
尾
両
勢
力
の
接
触

地
点
で
し
た
。美
濃
攻
略
を
企
て
る
織
田
勢

は
、永
禄
四
年（
一
五
六
一
）、義
龍
が
死
ぬ
と

盛
ん
に
美
濃
側
に
侵
入
、永
禄
七
年
の
侵
入
時

に
は
、柳
津
の
船
頭
が
織
田
勢
を
ひ
そ
か
に
美

濃
側
に
川
渡
し
し
て
い
ま
す
。

木
曽
川
の
流
路
変
更

天
正
一
四
年（
一
五
八
六
）六
月
二
四
日
、

未
曾
有
の
洪
水
が
発
生
し
ま
し
た
。こ
れ
に

よ
り
各
務
郡
前
渡
以
西
の
河
道
が
大
き
く
変

わ
り
、そ

れ
ま
で
柳

津
の
北
を

流
れ
て
い

た
の
が
、

お
お
よ
そ

現
在
の
木

曽
川
の
河

道
と
な

り
ま
し

た
。
こ
の

流
路
の
変

動
に
よ
り

水
没
し
た
り
、分
散
し
て
し
ま
っ
た
村
も
あ
り

ま
し
た
。豊
臣
秀
吉
は
、新
し
い
木
曽
川
を
濃

尾
国
境
と
定
め
、そ
れ
ま
で
尾
張
国
だ
っ
た
多

く
の
村
々
を
美
濃
国
に
編
入
、柳
津
村
も
美

濃
国
羽
栗
郡
に
属
し
ま
し
た
。

松
枝
輪
中
と
佐
波
輪
中

江
戸
時
代
に
入
る
と
、柳
津
村
は
一
時
幕

府
領
に
な
り
ま
し
た
が
、元
和
五
年（
一
六
一

九
）以
降
は
尾
張
藩
領
に
、佐
波
村
と
高
桑
村

は
慶
長
六
年（
一
六
〇
一
）以
降
、加
納
藩
領

と
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
、
明
治
四
年
（
一

八
七
一
）、岐
阜
県
の
設
置
に
伴
っ
て
柳
津
村

も
岐
阜
県
に
属
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

郡
に
属
し
、両
地
区
を
隔
て
て
い
た
の
が
境
川

（
木
曽
川
本
流
）で
、そ
し
て
墨
俣
で
長
良
川

を
合
流
し
て
い
ま
し
た
。平
安
時
代
に
も
た
び

た
び
氾
濫
し
、柳
津
付
近
で
は
河
道
が
よ
く

変
化
し
ま
し
た
。氾
濫
に
よ
り
河
道
が
美
濃

国
の
茜
部（
現
岐
阜
市
）側
へ
変
動
し
た
た
め

に
、境
界
論
争
が
発
生
し
ま
し
た
。茜
部
は
も

と
も
と
厚
見
荘
と
呼
ば
れ
た
桓
武
天
皇
の
勅

旨
田
。そ
の
後
、桓
武
天
皇
の
菩
提
を
弔
う
た

め
、東
大
寺
領
茜
部
荘
と
な
り
、荘
の
南
境
は

境
川
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
河
道
が

茜
部
側
に
移
っ
た
た
め
、茜
部
荘
の
荘
域
で
あ

っ
た
旧
川
分
に
柳
津
の
住
人
が
桑
を
植
え
、尾

張
国
領
と
し
て
耕
作
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し

た
。永
治
二
年（
一
一
四
二
）茜
部
荘
の
住
人

ら
が
も
と
の
通
り
、荘
内
に
返
す
よ
う
に
訴

え
て
い
ま
す
が
、ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
か

は
不
明
で
す
。

楊
津
御
厨
と
尾
張
川
の
源
平
合
戦

鎌
倉
時
代
の
文
献「
神
鳳
抄
」に
は
、楊
津

御
厨
の
名
が
で
て
き
ま
す
。楊
津
と
は
柳
津
の

こ
と
。鎌
倉
期
の
あ
る
時
期
に
、柳
津
の
一
部

が
伊
勢
神
宮

領
に
な
っ
て
い

た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
作

家
・
吉
川
英
治

の
小
説「
新
平

家
物
語
」の
中

に
も
、墨
俣
川

の
合
戦
の
前

に
、柳
津
御
厨

尾張川古戦場付近の地形

尾張川古戦場

柳津城跡

木曽川の流路の変遷

輪中分布図（国島秀雄原図・部分／復元）



農
業
の
増
産
を
目
指
し
て
新
田
開
発
が
開

始
さ
れ
る
と
と
も
に
、
木
曽
三
川
の
下
流
域
で

は
輪
中
が
次
々
と
開
発
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、

松
枝
輪
中
が
成
立
す
る
の
は
宝
暦
治
水（
一

七
五
四
）以
降
の
こ
と
で
し
た
。木
曽
川
沿
い

の
輪
中
地
帯
の
最
上
流
部
に
位
置
す
る
た

め
、土
地
は
比
較
的
高
く
、境
川
沿
い
は
、明

和（
一
七
六
四
〜
七
二
）の
頃
ま
で
無
堤
地
帯

が
あ
っ
た
程
、成
立
は
遅
か
っ
た
よ
う
で
す
。

近
世
史
上
最
大
級
の
宝
暦
治
水
が
実
施
さ

れ
、下
流
に
大
榑
川
洗
堰
が
築
造
さ
れ
た
結

果
、長
良
川
の
常
水
位
が
高
ま
り
、洪
水
時
は

境
川
に
逆
流
し
て
被
害
を
出
す
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。こ
の
た
め
、柳
津
村
を
は
じ
め
と
し

た
八
か
村（
後
一
二
か
村
）で
松
枝
輪
中
を
結

成
し
、輪
中
堤
防
を
築
造
し
ま
し
た
。境
川
に

は
須
賀
堤
、二
重
堤
の
検
見
堤
、一
夜
堤
、境

川
受
け
堤
防
、畑
繋
堤
な
ど
を
築
き
、木
曽
川

に
も
築
堤
、下
流
部
で
は
従
来
の
足
近
輪
中

堤
、正
木
輪
中
堤
を
利
用
し
、四
方
を
堤
防
に

囲
ま
れ
た
典
型
的
な
輪
中
と
な
り
ま
し
た
。

佐
波
輪
中
は
、佐
波
村
・
高
桑
村
な
ど
七
か

村
で
結
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。西
に
長
良
川
、

南
に
境
川
、北
側
は
百
曲
り
川（
荒
田
川
）が

あ
り
、水
害
を
受
け
な
い
年
は
な
い
程
、毎
年

の
よ
う
に
水
に
苦
し
め
ら
れ
た
地
域
で
す
。長

良
川
・
境
川
の
堤
防
は
早
く
か
ら
整
備
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
が
、百
曲
り
川
の
堤
防
が
築

造
さ
れ
た
の
は
、元
和（
一
六
一
五
〜
二
四
）

か
ら
寛
永（
一
六
二
四
〜
四
四
）の
頃
。加
納

藩
主
・
松
平
忠
隆
が
築
堤
し
て
以
来
、代
々
の

藩
主
は
、そ
の
修
築
に
力
を
入
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

畑
繋
堤
と
酒
井
奉
行

宝
暦
治
水
以
降
、松
枝
輪
中
は
順
次
堤
防

を
築
造
し
て
い
き
ま
す
が
、境
川
の
左
岸
に
あ

た
る
柳
津
か
ら
北
宿
を
結
ぶ
と
こ
ろ
に
も
堤

防
を
築
い
て
ほ
し
い
と
、度
々
代
官
所
に
願
い

出
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、新
し
い
堤
防
を
築

く
こ
と
は
、上
流
部
の
村
々
の
反
対
も
あ
り
、

な
か
な
か
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
人
々
は
、河
畔
の
畑
と
畑
の
間
を
埋

め
る
た
め
に
、畑
に
堆
肥
を
入
れ
る
と
い
う
名

目
で
、ひ
そ
か
に
土
盛
り
を
し
て
洪
水
を
防
ご

う
と
試
み
た
の
で
す
。つ
ま
り
、畑
を
繋
い
だ

堤
防
で
、こ
れ
が
畑
繋
堤
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん

で
す
。し
か
し
、こ
の
無
願
工
事
は
、洪
水
の
た

め
に
押
し
流
さ
れ
た
り
、上
流
部
の
村
々
の
訴

え
で
取
り
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。こ
れ
に
対
し
て
、天
明
四
年（
一
七
八
四
）

に
は
、北
方
代
官
所
に
強
訴
し
て
代
表
者
四
名

が
投
獄
さ
れ
獄
死
し
て
い
ま
す
。そ
の
後
、北
方

奉
行
に
着
任
し
た
酒
井
七
左
衛
門
は
農
民
の

苦
労
を
理
解
し
、畑
繋
堤
の
築
造
を
黙
認
し

ま
し
た
。こ
れ
に
納
得
で
き
な
い
上
流
部
の

人
々
は
、江
戸
へ
提
訴
。江
戸
で
尋
問
を
受
け

た
酒
井
は「
天
が
物
を
愛
す
る
こ
と
一
視
同

仁
な
り
、ひ
と
り
加
納
領
の
民
だ
け
が
天
下
の

民
で
あ
ろ
う
か
。一
方
だ
け
に
堤
防
を
築
き
、

一
方
は
氾
濫
勝
手
次
第
と
い
う
こ
と
は
天
の

理
に
反
し
て
捨
て
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
。領

民
の
永
年
に
わ
た
る
苦
し
み
を
見
る
に
忍
び

ず
、築
堤
を
許
可
せ
し
も
の
な
り
」と
、申
し
開

き
し
ま
し
た
。こ
れ
を
聞
い
た
江
戸
の
役
人
は
、

酒
井
奉
行
の
行
為
を
誉
め
称
え
た
そ
う
で
す
。

文
政
二
年（
一
八
一
九
）、工
事
が
竣
工
し

た
年
に
酒
井
奉
行
は
病
死
。畑
繋
大
神
宮
が
、

酒
井
奉
行
と
四
人
の
犠
牲
者
の
霊
を
慰
め
る

た
め
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

境
川
の
水
運
と
川
湊

古
来
よ
り
こ
の
地
方
で
は
、川
の
流
れ
が
重

要
な
交
通
や
物
資
の
運
搬
手
段
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

墨
俣
城
築
城
に
あ
た
っ
た
木
下
藤
吉
郎
は
、

「
尾
張
川
は
天
が
我
に
与
え
た
運
材
の
道
な

り
」と
言
っ
て
境
川
を
利
用
し
、大
量
の
材
木

を
運
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

境
川
堤
に
は
、八
幡
河
戸
と
い
う
川
湊
も

あ
り
ま
し
た
。こ
の
湊
は
、下
流
の
桑
名
方
面

か
ら
の
海
舟
の
上
る
限
界
点
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
上
流
部
へ
は
川
舟
が
利
用
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

室
町
時
代
に
は
す
で
に
八
幡
河
戸
の
湊
は

開
か
れ
て
い
た
よ
う
で
、以
後
、大
切
な
交
通

の
要
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。し
か

し
、木
曽
川
本
流
の
移
動
に
伴
い
小
規
模
と

な
り
、明
治
一
三
年（
一
八
八
〇
）の
堤
防
補

強
工
事
で
ほ
と
ん
ど
の
石
畳
が
埋
め
ら
れ
、昭

和
八
年（
一
九
三
三
）の
河
川
改
修
で
す
っ
か

り
姿
を
消
し
ま
し
た
。

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

明
治
に
入
る
と
、柳
津
一
帯
は
廃
藩
置
県

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を
繰
り
返
し
、明

治
三
〇
年（
一
八
九
七
）の
郡
制
施
行
時
に
佐

波
村
、高
桑
村
が
合
併
し
て
稲
葉
郡
佐
波
村

に
、柳
津
村
は
羽
島
郡
に
属
し
ま
し
た
。昭
和

三
一
年（
一
九
五
六
）に
両
村
が
合
併
す
る
と

と
も
に
町
制
を
施
行
し
て
柳
津
町
が
誕
生
し

ま
し
た
。

交
通
網
は
、大
正
三
年（
一
九
一
四
）、美
濃

電
気
軌
道
に
よ
る
新
岐
阜
―
笠
松
間
の
開
通

を
皮
切
り
に
、竹
鼻
線
が
次
々
と
延
長
さ
れ

新
幹
線
岐
阜
羽
島
駅
ま
で
通
じ
ま
し
た
。昭
和

三
一
年
の
柳
津
町
成
立
以
降
は
、幹
線
道
路

も
整
備
さ
れ
、産
業
・
経
済
に
町
勢
は
急
速
に

伸
長
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
、第
四
次
総
合
計
画
に
掲
げ
ら
れ

た
町
の
将
来
像「
ひ
と
・
ま
ち
・
ゆ
め
づ
く
り

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
が
う
み
だ
す
人
に
や
さ
し
い
ま

ち
」を
目
指
し
、住
民
一
人
ひ
と
り
の
声
を
大

切
に
し
な
が
ら
、住
み
よ
い
豊
か
な
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
記

3

ふるさとの街・探訪記

■
参
考
文
献

『
柳
津
町
史
』

柳
津
編
　
佐
波
編
　
昭
和
四
七
年
　
柳
津
町

『
わ
が
町

や
な
い
づ
の
な
り
た
ち
』

平
成
八
年
　
柳
津
町

『
や
な
い
づ
夢
世
紀

柳
津
町
町
勢
要
覧
』

平
成
一
四
年
　
柳
津
町

『
角
川
地
名
大
辞
典
　
岐
阜
県
』
角
川
書
店

畑繋付近の古図



佐
波
輪
中
の
洪
水
被
害佐

波
輪

中
の
成
立

は
、江
戸
期
。

西
に
長
良

川
、南
に
境

川
、北
辺
に

は
百
曲
り

川（
荒
田
川
）

が
あ
り
、毎

年
の
よ
う
に

水
害
が
発

生
し
た
地

域
で
す
。境

川
と
長
良
川
で
は
比
較
的
早
く
堤
防
が
整
備

さ
れ
ま
し
た
が
、百
曲
り
川
は
江
戸
中
期
に

よ
う
や
く
堤
防
が
完
成
し
ま
し
た
。と
は
い

え
、寛
永
年
間(

一
六
二
四
〜
四
四)

に
百
曲

り
川
の
堤
防
が
整
備
さ
れ
た
後
で
も
洪
水
は

た
び
た
び
発
生
し
、宝
暦
七
年（
一
七
五
七
）

か
ら
安
永
七
年（
一
七
七
八
）ま
で
の
二
二
年

間
に
、堤
防
が
八
箇
所
も
破
堤
し
、大
き
な
被

害
を
受
け
て
い
ま
す
。

飯
を
も
ら
っ
て
よ
う
や
く
命
を
つ
な
い
だ
経
験

に
根
ざ
す
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

木
蘇
大
夢
の
薫
陶
を
受
け
た
こ
と
も
、省

三
郎
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し

た
。大
夢
は
、儒
学
者
で
詩
人
と
し
て
も
名
高

い
広
瀬
淡
窓
に
学
び
、ま
た
、勤
皇
の
志
士
と

も
交
流
を
深
め
た
人
物
で
す
。省
三
郎
は
大

夢
に
文
学
な
ど
を
学
ん
だ
た
め
、少
年
な
が

ら
、村
で
は
学
者
と
評
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

明
治
六
年（
一
八
七
三
）に
学
制
が
施
行
さ

れ
た
際
、佐
波
村
の
戸
長
を
務
め
て
い
た
省
三

郎
は
、他
村
に
先
立
っ
て
自
宅
を
仮
小
学
校
と

し
、自
ら
も
教
壇
に
立
ち
、一
切
自
費
で
村
内

の
児
童
数
十
名
を
教
育
し
ま
し
た
。

明
治
一
二
年（
一
八
七
九
）、岐
阜
県
に
県

会
が
創
設
さ
れ
る
と
、省
三
郎
は
厚
見
郡
選

出
の
三
人
の
議
員
の
一
人
と
し
て
当
選
し
ま

す
が
、こ
れ
も
そ
れ
ま
で
の
功
績
が
評
価
さ
れ

た
か
ら
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

彼
は
最
初
の
県
議
会
で
、地
方
税
支
出
予

算
に
堤
防
費
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と

を
追
及
し
ま
し
た
。当
時
、堤
防
費
は
受
益
者

負
担
が
原
則
で
、国
庫
補
助
金
と
地
元
の
負

担
金
で
ま
か
な
う
の
が
通
例
で
し
た
。し
た
が

治
水
の
恩
人
・
山
田
省
三
郎

全
生
涯
を

治
水
事
業
に

捧
げ
た
山
田

省
三
郎
は
、

佐
波
輪
中
の

出
身
で
す
。

天
保
一
三
年（
一
八
四
二
）、佐
波
村（
現
羽
島

郡
柳
津
町
佐
波
）の
旧
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

一
三
歳
で
加
納
藩
の
庄
屋
役
を
受
け
継
ぎ
、

数
年
で
加
納
輪
中
の
堤
防
取
締
役
を
命
じ
ら

れ
ま
し
た
。

当
時
の
加
納
藩
主
は
幕
府
の
若
年
寄
と
し

て
評
価
が
高
く
、藩
政
改
革
に
も
努
め
て
い
ま

し
た
。こ
と
に
治
水
事
業
に
は
力
を
尽
く
し
、

省
三
郎
を
堤
防
取
締
役
に
任
命
す
る
と
、士
分

待
遇
と
し
、苗
字
帯
刀
も
許
し
て
い
ま
す
。

省
三
郎
は
そ
の
厚
遇
に
感
激
し
、治
水
事

業
に
生
涯
を
捧
げ
、国
家
の
た
め
に
尽
力
し

よ
う
と
決
意
し
た
そ
う
で
す
。一
九
歳
の
時
に

は
、藩
主
に
治
水
の
策
を
講
じ
、堤
防
修
築
の

急
務
を
説
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
も
、

か
つ
て
破
堤
の
災
難
に
あ
い
、仮
小
屋
で
握
り

っ
て
、直
接
被
害
の
あ
っ
た
堤
防
へ
は
補
助
金

が
交
付
さ
れ
ま
す
が
、岐
阜
県
の
よ
う
に
数

郡
に
ま
た
が
る
堤
防
の
場
合
、地
方
税
で
支

出
す
る
の
は
当
然
だ
と
、主
張
し
た
の
で
し

た
。し
か
し
、飛
山
濃
水
と
い
う
地
形
的
な
特

徴
を
持
つ
岐
阜
県
で
は
、山
岳
地
域
と
水
場
地

域
の
利
害
は
必
ず
し
も
一
致
し
ま
せ
ん
。治

水
・
堤
防
費
を
地
方
税
で
ま
か
な
う
こ
と
に

な
る
と
、山
岳
地
域
も
そ
の
経
費
を
分
担
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、山
岳
・
水
場
の
両
地

域
は
分
裂
の
様
相
を
呈
し
ま
し
た
。議
会
で

も
紛
糾
を
極
め
、一
年
の
半
分
を
論
争
に
費

や
し
た
ほ
ど
で
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
、省
三
郎
は
同
じ
水
に

悩
む
地
域
出
身
の
議
員
、脇
坂
文
助
、国
枝
小

左
衛
門（
と
も
に
安
八
郡
選
出
）と
と
も
に
西

濃
治
水
派
と
呼
ば
れ
る
一
大
勢
力
を
形
成
、

彼
ら
と
と
も
に「
西
南
一
〇
余
郡
の
存
亡
は

堤
防
の
如
何
に
よ
る
。ひ
と
た
び
堤
防
が
決
壊

し
て
水
害
を
こ
う
む
っ
た
な
ら
ば
、県
全
体
の

盛
衰
に
関
わ
る
」と
再
三
に
わ
た
っ
て
主
張
し

た
の
で
し
た
。治
水
費
の
獲
得
は
、二
四
年
間

に
及
ぶ
県
議
員
生
活
の
中
で
一
貫
し
た
も
の

で
し
た
。

柳
津
町
は
穀
倉
地
帯
の
一
角
を
な
し
て
い
た
と
こ
ろ
。境
川
は
水
の
恵

み
を
与
え
る
一
方
で
、毎
年
の
よ
う
に
水
害
を
も
た
ら
し
て
い
ま
し

た
。柳
津
出
身
の
山
田
省
三
郎
は
、幼
い
頃
か
ら
洪
水
の
恐
ろ
し
さ
を

身
体
で
知
り
、水
害
の
根
本
的
な
解
消
を
目
指
し
て
、偉
業
を
成
し
遂

げ
ま
し
た
。そ
し
て
河
川
工
事
に
情
熱
を
傾
け
た
黒
川
治
愿
も
ま
た
、

柳
津
町
の
出
身
で
す
。彼
ら
の
功
績
は
今
な
お
、脈
々
と
語
り
継
が
れ

て
い
ま
す
。

柳
津
の
治
水
偉
人
伝
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ま
た
、水
害
の
抜
本
的

な
対
策
が
必
要

だ
と
感
じ
た
省
三

郎
は
、木
曽
三
川

改
修
を
成
功
さ
せ

る
た
め
に
、輪
中
地

域
の
有
力
者
・
片
野
萬
右
衛
門
ら
と
と
も
に
、

明
治
一
三
年「
治
水
共
同
社
」を
結
成
、中
央

政
府
及
び
地
方
庁
に
対
す
る
治
水
上
の
運
動

機
関
と
し
、三
川
分
流
の
成
功
を
見
る
ま
で
、

活
動
を
続
け
ま
し
た
。

省
三
郎
の
活
動
は
県
内
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、西
村
捨
三（
木
曽
三
川
改
修
着
工
当
時
の

内
務
省
土

木
局
長
で

後
に
大
阪

府
知
事
）や

静
岡
県
の

金
原
明
善

ら
と
と
も
に「
治
水
協
会
」を
設
立
し
ま
し

た
。さ

ら
に「
治
水
雑
誌
」を
発
行
し
、治
水
へ

の
関
心
を
高
め
、世
論
を
盛
り
上
げ
て
い
き
ま

し
た
。

明
治
二
四
年（
一
八
九
一
）に
起
き
た
濃
尾

大
震
災
で
は
、土
木
復
興
費
の
国
庫
支
出
を

実
現
す
る
な
ど
、地
元
の
復
興
に
奔
走
し
ま

し
た
。

も
ち
ろ
ん
、木
曽
三
川
分
流
工
事
を
実
現

さ
せ
る
た
め
、政
府
に
強
く
働
き
か
け
、工
事

を
計
画
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
・
ヨ
ハ
ネ
ス
・

デ
・
レ
ー
ケ
に
も
直
接
会
っ
て
、三
川
分
流
に
よ

る
改
修
工
事
を
訴
え
た
と
い
い
ま
す
。

省
三
郎
は
工
事
完
成
後
も
明
治
三
五
年

（
一
九
〇
二
）か
ら
衆
議
院
議
員
を
三
期
務

め
、そ
の
間
、所
有
す
る
田
畑
約
二
〇
ha
を
売

っ
た
金
な
ど
で
、県
内
河
川
の
治
水
や
教
育
に

尽
力
し
、県
民
に
慕
わ
れ
ま
し
た
。

大
正
五
年（
一
九
一
六
）七
五
歳
で
病
没
し

ま
し
た
が
、「
昔
、禹
は
水
を
治
む
る
こ
と
三

年
、家
門
を
過
ぐ
る
ど
も
入
ら
ず
」と
い
う
古

語
を
例
に
引
き
、家
を
顧
み
ず
治
水
に
生
涯

を
捧
げ
た
人
生
で
し
た
。

昭
和
四
年（
一
九
二
九
）、そ
の
徳
を
偲
び

岐
阜
市
内
の
岐
阜
公
園
に
像
高
二
ｍ
余
の
台

座
付
き
の
立
派
な
銅
像
が
完
成
し
、板
垣
退

助
の
銅
像
と
並
ん
で
、威
容
を
誇
り
ま
し
た
。

し
か
し
、省
三
郎
の
銅
像
は
第
二
次
世
界

大
戦
の
金
属
回
収
で
姿
を
消
し
、そ
の
後
、長

良
川
金
華
橋
近
く
の
四
ツ
屋
公
園
に
石
の
翁

像
が
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

土
木
技
師
・
黒
川
治
愿

黒
川
治
愿

は
、明
治
初
期

に
お
け
る
愛

知
県
の
土
木

事
業
の
功
労
者

で
、明
治
用
水
・
黒
川
の
開
削
、入
鹿
池
・
木
津

用
水
の
改
修
な
ど
に
大
き
な
業
績
を
残
し
ま

し
た
。

弘
化
四
年（
一
八
四
七
）、佐
波
村
の
庄
屋
・

川
瀬
家
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。学
問

を
木
蘇
大
夢
に
学
び
家
業
に
従
事
し
ま
し
た

が
、二
一
歳
の
時
、明
治
維
新
を
迎
え
活
気
に

満
ち
あ
ふ
れ
た
京
都
へ
遊
学
。明
治
二
年
、元

仙
洞
御
所
の
用
人
で
あ
っ
た
黒
川
敬
弘
の
養
子

と
な
り
、黒
川
姓
と
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
、皇

室
や
香
川
県
の
職
員
と
し
て
勤
務
、明
治
八
年

（
一
八
七
五
）に
、愛
知
県
の
吏
員
と
し
て
赴
任

し
ま
し
た
。二
八
歳
の
時
で
し
た
。

明
治
九
年
に
着
工
し
た「
庄
内
川
分
水
工

事
」と「
木
津
用
水
改
修
工
事
」は
、後
世
に
黒

川
の
名
が
語
り
継
が
れ
る
事
業
と
な
り
ま
し

た
。鉄

道
が
発
達
す
る
以
前
の
堀
川
は
、大
量
輸

送
の
手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
し
た
。当
時
の
愛
知
県
令
安
場
保
和
は
、そ

の
機
能
の
拡
大
を
図
っ
て
庄
内
川
か
ら
水
を
引

い
て
堀
川
に
導
入
す
る
運
河
の
建
設
を
黒
川

治
愿
に
指
示
し
ま
し
た
。明
治
一
〇
年（
一
八

七
七
）に
完
成
し
た
運
河
は
後
に
計
画
・
監
督

者
で
あ
る
黒
川
治
愿
の
名
に
ち
な
ん
で
黒
川
と

称
さ
れ
ま
し
た
。
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一
方
の
木
津
用
水
は
、近
世
初
頭
に
尾
張

藩
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
木
曽
川
の
水
を
尾
張

東
部
に
引
き
入
れ
る
用
水
路
で
、慶
安
元
年

（
一
六
四
八
）工
事
に
着
手
。三
年
後
に
、犬
山

城
下
の
木
津
か
ら
小
口（
現
在
の
大
口
町
）に

至
る
約
四
㎞
の
大
井
堀（
古
木
津
用
水
）が
竣

工
し
、次
い
で
寛
文
四
年（
一
六
六
四
）に
、名

古
屋
北
部
の
味
鋺
へ
至
る
延
長
約
十
五
㎞
の

新
木
津
用
水
が
完
成
し
て
い
ま
す
。明
治
に
な

っ
て
愛
知
県
は
、新
た
な
水
需
要
に
応
え
、さ

ら
に
水
運
に
活
用
す
る
目
的
で
、こ
の
木
津
用

水
の
改
修
を
計
画
し
ま
し
た
。し
か
し
、開
削

に
よ
る
地
域
の
利
害
が
必
ず
し
も
一
致
し
な

い
た
め
工
事
は
難
航
を
極
め
、監
督
に
あ
た
っ

た
黒
川
は
、調
整
に
奔
走
し
ま
し
た
。紆
余
曲

折
は
あ
り
ま
し
た
が
、明
治
一
七
年（
一
八
八

四
）、木
津
用
水

改
修
工
事
は
竣

工
し
ま
し
た
。

木
津
用
水
が

拡
幅
さ
れ
た
こ
と

で
明
治
一
九
年

（
一
八
八
六
）、木

曽
川
〜
堀
川
間

を
運
行
す
る
愛

船
株
式
会
社
が

設
立
さ
れ
ま
し

た
。木
曽
川
か
ら

木
津
用
水
・
新
木

津
用
水
・
庄
内

川
・
黒
川
・
堀
川

を
結
ぶ
約
二
三

㎞
に
わ
た
る
航
路

黒川治愿

治水雑誌

揖斐川水源地視察時の写真（後列右から三人目山田省三郎、前列左金原明善）四ツ屋公園石像

黒川治愿の墓 木津用水
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AREA  REPORT

道
の
駅
、

平
成
一
七
年
二
月
オ
ー
プ
ン

柳
津
町
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

柳
津
町
に
、道
の
駅
が
誕
生
し
ま
す
。

岐
阜
市
と
新
幹
線
岐
阜
羽
島
駅
や
名
神
高

速
道
路
岐
阜
羽
島
Ｉ.

Ｃ.

な
ど
交
通
の
要
衝
で

あ
る
羽
島
市
を
結
ぶ
幹
線
道
路
主
要
地
方
道

岐
阜
南
濃
線
の
沿
線
に
開
設
さ
れ
ま
す
。こ
こ

は
、境
川
の
左
岸
堤
防
上
に
あ
り
、下
流
に
は
、

境
川
緑
道
公
園
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、太
陽
光

発
電
や
風
力
発
電
を
行
い
、建
物
や
屋
上
を
緑

化
す
る
こ
と
で
、自
然
環
境
に
優
し
い
道
の
駅
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

自
然
豊
か
な
境
川
緑
道
公
園

柳
津
町
を
南
北
に
流
れ
る
境
川
は
、か
つ
て

清
流
と
し
て
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
ま
し

た
。し
か
し
、時
代
の
変
遷
と
と
も
に
境
川
を
取

り
巻
く
状
況
に
変
化
が
現
れ
、豊
か
な
自
然
環

境
は
活
か
さ
れ
ず
、放
置
さ
れ
た
河
川
敷
は
荒

廃
が
進
み
水
質
も
悪
化
。こ
の
よ
う
な
な
か
、県

の
治
水
対
策
事
業
で
あ
る
境
川
河
川
改
修
事

業
を
契
機
と
し
て
、境
川
の
豊
か
な
自
然
環
境

の
保
全
と
活
用
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
き
ま

し
た
。

そ
こ
で
柳
津
町
の
第
三
次
総
合
計
画
の
一

環
と
し
て
、境
川
緑
道
公
園
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実

施
。住
民
が
愛
着
と
誇
り
を
持
て
る
ふ
る
さ
と

を
目
指
し
て
、境
川
と
そ
の
河
川
敷
を
自
然
と

の
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
、公
園
の
整
備
が
始
ま

り
ま
し
た
。現
在
は
、パ
タ
ー
ゴ
ル
フ
、テ
ニ
ス
、ゲ

ー
ト
ボ
ー
ル
等
が
楽
し
め
る
ス
ポ
ー
ツ
広
場
や
バ

ー
ド
ウ
ォッ
チ
ン
グ
が
で
き
る
遊
歩
道
、芝
生
広

場
、水
辺
公
園
な
ど
が
完
成
。公
園
を
ぐ
る
り

と
一
周
で
き
る
園
路
の
整
備
も
進
行
中
で
す
。

完
成
す
れ
ば
、サ
イ
ク
リ
ン
グ
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
、散

歩
コ
ー
ス
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

で
、主
な
運
送
物
資
は
木
材
・
薪
炭
・
米
・
麦
・

肥
料
な
ど
で
し
た
。

明
治
一
八
年
、黒
川
は
土
木
課
長
を
最
後

に
退
職
。過
労
に
よ
る
病
気
の
た
め
と
さ
れ
て

い
ま
す
。退
職
後
、農
業
を
し
な
が
ら
余
生
を

過
ご
し
ま
し
た
が
、明
治
三
〇
年（
一
八
九
七
）、

五
〇
歳
と
い
う
若
さ
で
逝
去
し
ま
し
た
。

名
古
屋
市
中
区
政
秀
寺
境
内
に
黒
川
の
功

績
を
称
え
た
碑
が
建
立
さ
れ
、安
場
保
和
が

長
文
の
漢
文
を
寄
せ
て
い
ま
す
。（
碑
は
現
在
、

千
種
区
の
平
和
公
園
に
移
転
し
て
い
ま
す
。）

道の駅「柳津」パース

境川緑道公園・テニスコート

境川緑道公園・ゲートボール場

境川緑道公園・バリアパターゴルフ場 境川緑道公園・ふれあい広場

『
輪
中
と
治
水
』
平
成
二
年
　
岐
阜
県
博
物
館
　

『
治
水
の
恩
人
　
山
田
省
三
郎
』

平
成
一
三
年
　
柳
津
町
歴
史
民
俗
資
料
館

『
広
報
や
な
い
づ
平
成
一
六
年
二
月
号
』

柳
津
町
歴
史
民
俗
資
料
館

『
新
修
名
古
屋
市
史
』

第
五
巻
　
平
成
一
二
年
名
古
屋
市

■
参
考
文
献

『
柳
津
町
史
』佐
波
編
　
昭
和
四
七
年
　
柳
津
町

『
木
曽
三
川
流
域
誌
』

平
成
四
年
　
建
設
省（
国
土
交
通
省
）



山
田
省
三
郎
と
等
光
寺
の
鐘
楼

名
古
屋
駅
か
ら
名
鉄
本
線
を
利
用
し
て
笠

松
ま
で
約
三
〇
分
。笠
松
駅
か
ら
は
竹
鼻
線
に

乗
り
換
え
て

わ
ず
か
六
分
。

柳
津
町
は
、治

水
の
恩
人
、山

田
省
三
郎
の

ふ
る
さ
と
で

す
。治
水
派
の

盟
友
・
小
崎
利

準
岐
阜
県
知

事
の
あ
だ
名

が
水
場
知
事

な
ら
、省
三
郎

の
あ
だ
名
は

泣
き
男
。彼
は

感
激
す
る
と
、

怒
り
出
す
か
、

そ
れ
と
も
泣

き
出
し
た
の

で
、こ
う
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で

す
。治

水
に

傾
け
る
一

途
な
想
い

は
、
時
と

し
て
多
感
な
少
年
の
よ
う
に
、大
粒
の
涙
と
な

っ
て
こ
ぼ
れ
落
ち
た
の
で
し
ょ
う
。明
治
二
四

年（
一
八
九
一
）の
濃
尾
大
震
災
の
時
、東
京

の
旅
舎
に
い
た
省
三
郎
は
、西
濃
全
滅
を
伝
え

る
号
外
を
一
読
し
た
後
、眼
を
張
り
腕
を
組

み
端
座
し
た
ま
ま
、時
々
落
涙
を
見
せ
な
が

ら
、一
夜
を
過
ご
し
ま
し
た
。そ
の
後
の
省
三

郎
の
活
躍
は
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
。柳
津
町
の

等
光
寺
に
高
く
そ
び
え
る
鐘
楼
は
、省
三
郎

の
寄
進
に
よ
る
も
の
で
す
。

そ
の
昔
、等
光
寺
の
鐘
楼
は
、平
坦
な
輪
中

地
帯
で
も
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。

周
囲
一
里
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
た
た
め
、洪

水
の
状
況
を
掌
握
す
る
絶
好
な
場
所
で
し
た
。

し
か
し
、濃
尾
大
震
災
で
倒
壊
。そ
の
再
建
に

乗
り
出
し
た
の
が
省
三
郎
で
し
た
。彼
と
村
人

の
努
力
で
、明
治
三
四
年（
一
九
〇
一
）に
は
鐘

楼
が
、翌
年
に
は
梵
鐘
が
完
成
し
た
の
で
し

た
。こ
の
鐘
楼
は
、輪
中
地
帯
の
語
り
部
で
す
。

大
晦
日
の
夜
に
は
、一
般
の
人
々
も
除
夜
の
鐘

を
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
か
。一
〇
八
つ
の

煩
悩
を
払
い
な
が
ら
、星
が
瞬
く
夜
空
と
鐘
の

音
色
を
楽
し
む
。こ
れ
も
平
和
な
時
代
の
新

年
の
迎
え
方
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

柳
津
が
生
ん
だ
実
業
家
・
原
三
溪

ま
る
く
メ
タ
リ
ッ
ク
な
フ
ォ
ル
ム
が
美
し
い

「
や
な
い
づ
も
え
ぎ
の
里
」に
、
歴
史
民
俗
資
料

館
は
あ
り
ま
す
。町
の
風
土
や
人
々
の
生
活
の

足
跡
を
振
り
返
り
、後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め

に
、歴
史
資
料
や
民
具
の
収
集
や
保
存
・
展
示

を
行
っ
て
い
ま
す
。こ
こ
の
企
画
展
で
た
び
た
び

登
場
す
る
の
が
、原
三
溪
で
す
。

あ
ま
り
に
も
有
名
な
横
浜
の
三
溪
園
。緑

に
囲
ま
れ
た
豊
か
な
自

然
と
、歴
史
的
建
造
物

が
並
ぶ
、横
浜
き
っ
て
の

名
園
の
創
設
者
が
原
三

溪
で
す
。明
治
か
ら
大

正
時
代
に
か
け
て
、実

業
家
と
し
て
横
浜
の
発

展
に
貢
献
す
る
と
と
も

に
、多
く
の
画
家
を

後
援
し
て
近
代
日

本
の
芸
術
の
発
展

に
も
尽
力

し
た
美
術

愛
好
家
で

す
。原
三
溪

は
雅
号
で

本
名
は
原

富
太
郎
。下

佐
波
村
の

青
木
家
の
長
男
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。利
発

で
聡
明
だ
っ
た
富
太
郎
は
、山
田
省
三
郎
ら
か

ら
、漢
学
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。明
治
二
〇
年

（
一
八
八
七
）に
は
、東
京
専
門
学
校（
早
稲
田

大
学
の
前
身
）に
入
学
、こ
こ
か
ら
実
業
家
と

し
て
の
人
生
が
開
け
ま
す
。

青
木
富
太
郎
か
ら
原
富
太
郎
へ
。こ
の
人
生

の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
は
、淡
い
恋
が
あ
り

ま
し
た
。東
京
専
門
学
校
で
学
ぶ
傍
ら
、跡
見

女
学
校（
跡
見
学
園
の
前
身
）で
教
鞭
を
と
っ

て
い
た
富
太
郎
は
、新
橋
駅
で
鼻
緒
を
切
ら
せ

気
ま
ま
にJOURNEY
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透
き
と
お
る
よ
う
な
冬
空
を
映
し
こ
む
境
川
。花
開

く
と
き
を
じ
っ
と
待
つ
、桜
並
木
。陽
だ
ま
り
の
中
、子

犬
と
遊
ぶ
老
人
や
堤
防
を
そ
ぞ
ろ
歩
く
学
生
た
ち
。

こ
の
美
し
い
柳
津
町
で
、山
田
省
三
郎
が
そ
し
て
原
三

溪
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。文
化
や
平
和
を
愛
し
て
や
ま

な
い
彼
ら
は
、果
て
し
な
き
理
想
を
追
い
求
め
、こ
の
地

か
ら
羽
ば
た
い
た
の
で
し
ょ
う
。そ
ん
な
彼
ら
の
軌
跡

を
追
っ
て
、旅
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

厳
し
く
も
豊
か
な
自
然
が
育
ん
だ

柳
津
ス
ピ
リ
ッ
ト

等光寺鐘楼

やないづもえぎの里

三溪園

郷土の人 と々三溪

原三溪
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柳・津・町・の・歳・時・記
◆春のふれあい広場　桜まつり◆
毎年4月上旬、町総合運動場一帯

を会場に「春のふれあい広場　桜ま
つり」が開催されます。会場周辺の境
川堤防には「要

かなめ

桜
ざくら

」とよばれる約600
本のソメイヨシノが植えられており、桜
の名所として親しまれています。
会場では、柳津町の特産品である

「佐波いちご」の即売、県立羽島北高
等学校吹奏楽部による演奏、歌謡シ
ョーなどが行われるほか、お楽しみ抽
選会やもちまきで盛り上がります。また、スポーツ少年団のサッカー・ソフ
トボールの親善大会も行われ、子どもたちのはつらつとしたプレーが見ら
れるほか、花見を楽しむ皆さんで１日にぎわいます。
また、3月下旬から4月上旬まで「桜まつりライトアップ」を行い、夜桜を楽
しむことができます。

●お問い合せ● 

◆柳津町役場◆ 
〒501-6180 岐阜県羽島郡柳津町宮東1-1 

TEL 058-387-0111　http://www.town.yanaizu.gifu.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
東名・名神高速道路 
（約30分） 

岐阜南濃線 
（約10分） 

岐阜羽島IC

名古屋駅 
名鉄本線 
（約30分） 

柳
津
町 

名鉄竹鼻線 
（約6分） 

柳津駅 笠松駅 

て
い
た
女
学
生
を
見
か
け
ま
す
。こ
の
女
学
生

こ
そ
、生
涯
の
伴
侶
と
な
る
屋
寿
子
。横
浜
の

豪
商
・
原
善
三
郎
の
孫
娘
で
し
た
。す
で
に
横

浜
一
の
生
糸
商
で
あ
っ
た
善
三
郎
は「
原
の
目
」

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、生
糸
を
見
抜
く
眼
力
は
ず

ば
抜
け
て
い
ま
し
た
。そ
の
目
を
も
納
得
さ
せ
、

惚
れ
さ
せ
た
富
太
郎
は
、明
治
二
五
年（
一
八

九
二
）に
屋
寿
子
と
結
婚
。原
家
の
婿
養
子
と

し
て
、そ
の
類
稀
な
る
商
才
を
発
揮
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。従
来
、生
糸
の
輸
出
は
外
国
の

商
社
を
介
在
さ
せ
て
い
ま
し
た
が
、富
太
郎
は

直
接
ロ
シ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、ア
メ
リ
カ
に
代
理

店
を
開
設
、や
が
て
日
本
の
五
大
輸
出
業
者
と

し
て
成
長
を
遂
げ
、「
世
界

の
原
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。そ
の
他
、金

融
危
機
の
収
拾
、関
東
大
震

災
後
の
復
興
に
尽
力
す
る

な
ど
、そ
の
活
躍
は
多
岐
に

わ
た
り
ま
す
。

一
方
、美
術
愛
好
家
と
し
て
の
活
躍
に
も

華
々
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。富
太
郎
の
祖

父
は
高
橋
杏
村
と
い
う
画
家
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、幼
い
頃
か
ら
絵
画
に
寄
せ
る
想
い
は
人
一

倍
で
し
た
。日
本
美
術
院
を
創
設
し
た
岡
倉

天
心
ら
と
も
交
流
し
、画
家
の
生
活
そ
の
も
の

を
後
援
し
た
の
で
し
た
。彼
の
こ
う
し
た
活
動

は
、結
果
的
に
日
本
美
術
の
海
外
流
出
を
防

ぐ
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。ま
た
、井
上
馨
邸

を
訪
問
し
た
時
の
こ
と
。仏
画「
孔
雀
明
王
像
」

に
釘
付
け
に
な
っ
た
富
太
郎
に
、井
上
は「
一

万
円
な
ら
売
っ
て
も
い
い
」と
言
い
ま
し
た
。売

る
気
の
な
か
っ
た
井
上
で
す
が
、一
万
円
の
小

◆やないづふれあい夏祭り◆
8月下旬、境川緑道公園を会場に「や
ないづふれあい夏祭り」が開催されま
す。平成13年に町商工会の創立40周
年を記念する盆踊り大会と花火大会
として開催され、平成14年から実行委
員会主催で開催されています。平成13
年は、郡上踊り保存会をお招きして
「春駒」や「かわさき」といった曲を踊る
盆踊り大会、スターマインをはじめ夜空を彩る花火大会を開催しました。境
川で初めて打ち上げられる花火とあって、多くの人でにぎわいました。平成
14年は8月25日に「やないづふれあい夏祭り2002」として開催。アマチュア
バンドの演奏、伝統芸能である宮下太鼓や高桑太鼓などの披露、バリアゴ
ルフの体験、盆踊り大会が行われたほか、花火大会ではスターマインなどが
40分間にわたって打ち上げられました。間近で見る花火は迫力満点で、大
きな歓声が上がっていました。

切
手
を
持
参
し
た
豪
胆
さ
に
舌
を
巻
き
、譲

り
渡
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
三
九
年（
一
九
〇
六
）に
三
溪
園
は
市

民
に
開
放
さ
れ
ま
し
た
が
、そ
れ
も
富
太
郎
の

「
園
の
土
地
は
自
分
の
所
有
で
あ
る
が
、美
し

い
自
然
の
織
り
成
す
風
景
は
人
々
の
も
の
で
あ

る
」と
い
う
精
神
の
表
れ
で
す
。昭
和
一
四
年

（
一
九
三
九
）、富
太
郎
は
七
〇
歳
で
逝
去
し

ま
す
が
、彼
の
死
後
、収
集
さ
れ
た
貴
重
な
美

術
品
が
国
公
立
の
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
た
の

も
、「
公
に
せ
よ
」と
い
う
精
神
か
ら
で
し
た
。

柳
津
村
初
代
村
長
の
要
桜

高
桑
地
区
内
の
堤
防
に
は
、古
来
よ
り
桜
並

木
が
あ
り
、花
の
咲
く
頃
は
見
事
な
姿
を
境
川

の
川
面
に
映
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。室
町
時

代
に
こ
の
桜
が
歌
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。こ
の
高

桑
堤
の
桜
の
見
事
さ
か
ら
対
岸
の
柳
津
村
に

も
桜
の
名
所
を
作
ろ
う
と
発
案
し
た
の
が
、柳

津
村
の
初
代
村
長
・
伊
藤
要
で
し
た
。明
治
二

二
年（
一
八
八
九
）か
ら
約
九
年
の
歳
月
を
か

け
、新
境
川
橋
か
ら
柳
津
城
が
あ
っ
た
光
沢
寺

付
近
ま
で
、素
晴
ら
し
い
桜
並
木
が
完
成
し
た

の
で
す
。要
桜
と
は
初
代
村
長
の
名
を
い
た
だ

い
た
も
の
。桜
の
ト
ン
ネ
ル
の
間
に
は
、水
天
神

社
が
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、地
域
の
人
々
に
長
く
愛
さ
れ
続
け
て

き
た
水
神
さ
ま
。幾
度
も
洪
水
に
流
さ
れ
た

り
、改
修
工
事
で
遷
座
さ
れ
な
が
ら
、今
も

人
々
の
生
活
を
見
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

人
々
が
穏
や
か
に
、安
ら
か
に
暮
ら
せ
ま
す

よ
う
に
…
。そ
ん
な
思
い
は
、水
神
さ
ま
も
、そ

し
て
山
田
省
三

郎
や
原
三
溪
も

同
じ
な
の
で
し
ょ

う
。境
川
の
堤
防

で
、美
し
い
春
と

い
う
季
節
を
待

ち
わ
び
て
い
る
よ

う
で
す
。

柳津町役場 

柳津町 
総合運動場 境川緑道公園 

高桑 
運動広場 

尾張川 
古戦場 

やないづもえぎの里 

畑繋大神宮 

柳津駅 

名
鉄
竹
鼻
線

名
鉄
竹
鼻
線 

境川 

柳津町役場 

畑繋大神宮 

尾張川 
古戦場 高桑 

運動広場 

柳津町 
総合運動場 境川緑道公園 

柳津駅 

やないづもえぎの里 

長
良
川 

木
曽
川 

境川 

 

名
鉄
竹
鼻
線 

要桜

「春のふれあい広場　桜まつり」についての問い合わせ

「桜まつり」実行委員会事務局（柳津町商工会内）
〒501-6104 岐阜県羽島郡柳津町本郷2-1-5 TEL058-387-6464 

「やないづふれあい夏祭り」についての問い合わせ

「やないづふれあい夏祭り」実行委員会（柳津町役場建設経済課内）
〒501-6180 岐阜県羽島郡柳津町宮東1-1 TEL058-387-0111

三溪の生家（岐阜県歴史資料館所蔵）

孔雀明王像（東京国立博物館所蔵）



周
期
的
に
発
生
す
る
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・
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南
海
・
南
海
地
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、
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史
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地
震
王
国
日
本
、そ
の
実
態

日
本
は
世
界
に
名
だ
た
る
地
震
王
国
で
す
。

世
界
の
地
震
の
八
割
以
上
は
太
平
洋
を
取
り

巻
く
環
太
平
洋
地
震
帯
に
集
中
し
、と
り
わ

け
日
本
列
島
に
お
け
る
発
生
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。日
本
は
世
界
の
〇．
三
％
に
も
満
た
な
い

狭
い
国
土
で
あ
り
な
が
ら
、そ
の
発
生
率
は
世

界
の
一
〇
％
。世
界
一
、地
震
の
多
い
国
と
い
え

ま
す
。

文
書
に
残
さ
れ
た
わ
が
国
で
最
も
古
い
地

震
の
記
述
は
、允
恭
天
皇
の
時
代（
四
一
六
年
）、

大
和
地
方
で
発
生
し
た
と
日
本
書
紀
は
伝
え

て
い
ま
す
。有
史
以
来
の
被
害
地
震
を
一
九
九

六
年
版
の「
理
科
年
表
」で
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
計

四
三
一
回
と
な
り
、ま
た
最
近
の
三
百
年
間
に

限
っ
て
み
る
と
、千
人
以
上
の
死
者
が
出
た
地

震
だ
け
で
も
二
五
回
を
数
え
ま
す
。こ
の
こ
と

か
ら
、日
本
で
は
一
二
年
に
一
回
の
割
合
で
千

人
以
上
の
死
者
を
伴
う
地
震
に
見
舞
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

東
海
・
東
南
海
・
南
海
地
震
の
被
害
と
予
測

東
海
・
東
南
海
・
南
海
地
震
の
発
生
が
指
摘

さ
れ
る
な
か
、昨
年
の
九
月
に
は
南
海
沖
を

震
源
と
し
て
広
域
に
わ
た
っ
て
、地
震
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

こ
の
三
つ
の
地
震
は
、地
震
三
兄
弟
と
呼

ば
れ
る
ほ
ど
し
ば
し
ば
連
動
し
て
発
生
し
、

震
源
域
で
次
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
ま

す
。東

海
地
震
は
静
岡
県
の
駿
河
湾
内
に
あ

る
駿
河
ト
ラ
フ
で
、東
南
海
地
震
は
遠
州
灘

か
ら
紀
伊
半
島
沖
、南
海
地
震
は
和
歌
山

県
沖
か
ら
四
国
沖
で
発
生
す
る
海
溝
型
地

震
で
す
。こ
の
東
海
か
ら
南
海
沖
は
い
わ
ば

巨
大
地
震
銀
座
。百
年
か
ら
二
百
年
周
期

で
大
き
な
地
震
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

内
閣
府
・
中
央
防
災
会
議
の「
東
南
海
・
南

海
地
震
に
関
す
る
専
門
調
査
会
」は
、平
成
一

五
年
九
月
一
七
日
、「
東
海
」「
東
南
海
」「
南

海
」の
三
地
震
が
同
時
発
生
し
た
場
合
の
被
害

想
定
を
公
表
。発
生
時
刻
な
ど
で
被
害
状
況

は
変
わ
る
も
の
の
、最
悪
の
場
合
、死
者
は
約
二

万
四
七
〇
〇
人
、震
度
七
の
激
し
い
揺
れ
や
一

〇
ｍ
を
超
え
る
津
波
で
約
九
六
万
棟
の
住
宅

な
ど
が
全
壊
、経
済
被
害
は
約
八
一
兆
円
に
達

す
る
と
し
て
い
ま
す
。

昭
和
一
九
年（
一
九
四
四
）に
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

八
の
東
南
海
地
震
が
発
生
し
、二
年
後
の
昭
和

二
一
年
に
南
海
地
震
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

専
門
調
査
会
の
資
料
に
よ
れ
ば
、東
海
・
東

南
海
・
南
海
の
地
震
の
発
生
を
次
の
よ
う
に
分

析
し
て
い
ま
す
。

昭
和
の
東
南
海
地
震
で
は
歪
み
が
解
放
さ

れ
ず
、安
政
東
海
地
震
か
ら
約
一
五
〇
年
間

大
地
震
が
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
相

当
な
歪
み
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、い
つ
大
地
震

が
発
生
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。ま
た
そ
れ
ま
で
の
地
震
は
お
お
む
ね
百
年

か
ら
一
五
〇
年
間
隔
で
発
生
し
て
い
る
た
め
、

今
世
紀
前
半
で
の
発
生
を
懸
念
、中
部
圏
・
近

畿
圏
な
ど
の
防
災
対
策
を
早
急
に
確
立
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

過
去
の
地
震
の
被
害
実
態

【
安
政
地
震
と
木
曽
三
川
】

安
政
元
年
一
一
月
四
日
、五
日
の
両
日
に

わ
た
っ
て
、遠
州
灘
東
部
と
南
海
沖
を
震
源
と

す
る
地
震
の
震
度
は
、マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八．
四
、

死
者
は
二
千
六
百
五
八
人
、倒
壊
及
び
焼
失

家
屋
三
万
戸
余
、津
波
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

過
去
の
地
震
系
譜
を
み
る
と
、慶
長
九
年

（
一
六
〇
四
）に
は「
慶
長
地
震
」、宝
永
４
年

（
一
七
〇
七
）に
は
わ
が
国
史
上
最
大
級
の
地

震
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る「
宝
永
地
震
」が
発
生
、

専
門
調
査
委
員
会
に
よ
れ
ば
こ
の
二
つ
の
地
震

は
東
海
・
東
南
海
・
南
海
の
三
震
源
地
が
連
動

し
て
起
き
て
い
る
と
し
て
い
ま
す
。そ
れ
か
ら
一

四
七
年
後
の
安
政
元
年（
一
八
五
四
）年
に
は

安
政
東
海
地
震（
東
南
海
を
含
む
）が
発
生
、

わ
ず
か
三
二
時
間
後
に
は
安
政
南
海
地
震
が

連
続
し
て
発
生
し
て
い
ま
す
。昭
和
の
地
震
は
、 阪

神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
一
〇
年
。東
海
・
南
海
・

東
南
海
地
震
の
発
生
が
指
摘
さ
れ
る
な
か
、木
曽

三
川
流
域
で
は
、ど
の
よ
う
な
被
害
が
想
定
さ
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。地
盤
沈
下
や
液
状
化
現
象
な
ど
の

被
害
を
安
政
・
東
南
海
・
南
海
の
過
去
の
地
震
か
ら

学
び
、地
域
特
性
を
把
握
し
た
う
え
で
、災
害
発
生

に
備
え
、日
ご
ろ
か
ら
の
防
災
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

1605
102年 

147年 

90年 

60年 150年 
空白域 

92年 

58年 

1707

1854

1944
1946

2004
？ 

（年） 
慶長地震（M7.9） 

死者5,038人 

破壊領域 

駿河トラフ 
南海トラフ 

A B C D E

死者2,658人 
東南海 
死者1,251人 
（三重県389人） 
南海 
死者1,330人 
（三重県11人） 

宝永地震（M8.4） 

安政南海地震（M8.4） 安政東海地震（M8.4） 

南海地震（M8.0） 

次の東南海・南海地震 

東南海地震（M7.9） 

東海地震（？） 
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安
政
の
二
つ
の
地
震
は
木
曽
三
川
下
流
域

に
も
深
刻
な
被
害
を
与
え
て
い
ま
す
。愛
知
県

の
飛
島
村
史
に
よ
れ
ば
、愛
知
県
飛
島
村
の
海

岸
堤
防
は
陥
没
、翌
年
の
暴
風
被
害
に
よ
り
、

政
成
新
田
や
八
穂
新
田
は
亡
所
と
な
り
ま
し

た
。政

成
新
田
は
筏
川
河
口
に
位
置
し
、海
面

を
埋
め
立
て
て
開
墾
し
た
新
田
で
す
。文
政
九

年
に
は
耕
地
一
一
九
ha
を
開
墾
し
ま
し
た
が
、

安
政
元
年
の
二
回
の
地
震
で
家
は
倒
壊
し
、海

岸
堤
防
は
大
損
害
を
被
り
ま
し
た
。

政
成
新
田
を
開
墾
し
た
大
河
内
庄
兵
衛
の

孫
の
大
河
内
庄
五
郎
の
日
記
に
は
、当
時
の
様

住
民
は
雪
の
中
小
屋
を
建
て
避
難
し
た
と
の

記
録
が
あ
り
ま
す
。あ
ま
り
に
も
被
害
が
大
き

か
っ
た
た
め
高
須
藩
と
大
垣
藩
に
は
、幕
府
か

ら
災
害
復
興
費
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
千
両
と
四

千
両
が
貸
付
さ
れ
た
と
の
旨
も
記
さ
れ
て
い
ま

す
。

【
戦
時
下
に
発
生
し
た
東
南
海
地
震
】

昭
和
一
九
年（
一
九
四
四
）一
二
月
七
日
に

発
生
し
た
東
南
海
地
震
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
。

震
源
地
は
熊
野
灘
沖
で
、西
は
九
州
か
ら
東
は

関
東
地
方
ま
で
と
、東
北
地
方
の
一
部
及
び
北

海
道
の
一
部
の
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
人
体
に
感

じ
、紀
伊
半
島
東
部
、伊
勢
湾
周
辺
、熊
野
灘

沿
岸
で
特
に
振
動
が
激
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。被

害
の
実
態
は
戦
時
中
だ
っ
た
こ
と
か
ら
明
確
に

な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、判
明
分
だ
け
で
も
合
計
死

者
八
七
一
人
、住
家
全
壊
約
一
万
三
千
五
八

六
戸
に
達
し
て
い
ま
す
。東
海
道
線
で
は
道
床

や
橋
に
被
害
を
受
け
、一
二
両
の
列
車
が
転
覆

し
て
い
ま
す
。ま
た
、流
失
家
屋
八
千
戸
、水
死

者
二
五
〇
人
、流
失
船
多
数
の
被
害
も
あ
り
ま

し
た
。

木
曽
三
川
が
集
中
す
る
木
曽
三
川
下
流
域

で
も
被
害
は
多
発
し
、特
に
揖
斐
川
・
長
良
川

の
一
一
キ
ロ
付
近
よ
り
下
流
の
各
所
で
は
堤
防

の
亀
裂
や
沈
下
が
各
所
で
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。ま
た
、旧
河
川
や
水
田
を
埋
め
立
て
た
と

こ
ろ
の
被
害
も
目
立
っ
て
い
ま
す
。木
曽
三
川
下

流
域
に
住
む
地
震
体
験
者
は
、当
時
の
模
様
を

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

「
地
震
発
生
時
に
は
木
曽
岬
役
場
に
い
ま
し

た
が
、横
揺
れ
が
ひ
ど
く
、立
っ
て
い
ら
れ
な
い

状
況
で
し
た
。木
曽
川
の
左
岸
〇．
六
キ
ロ
付
近

子
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

大
地
震
ニ
テ
海
岸
新
田
ハ
大
変
化
ニ
相

成
リ

用
悪
水
路
ハ
噴
気
シ
テ
陸
の
如
ク

下
手
水
田
ハ
震
イ
下
ガ
リ
テ
川
の
如
ク

実
ニ
其
ノ
変
動
驚
愕
ニ
堪
エ
ザ
ル
ナ
リ

政
成
新
田
の
海
岸
堤
は
大
損
害
を
被
っ
た

た
め
、自
費
で
修
築
中
、今
度
は
翌
年
の
暴
風

害
の
た
め
ほ
と
ん
ど
が
流
失
、こ
の
時
以
来
、明

治
一
四
年（
一
八
八
一
）に
復
旧
さ
れ
る
ま
で

亡
所
と
な
り
ま
し
た
。

安
政
地
震
の
被
害
は
飛
島
村
を
は
じ
め
木

曽
三
川
下
流
の
ほ
ぼ
全
域
に
及
ぶ
も
の
で
し

た
。「

大
日
本
地
震
史
料
」の「
増
山
河
内
守
よ

り
御
届
書
」の
項
に
は
、「
…
総
堤
割
引
下
多

数
有
之
…
」と
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は

河
内
守
の
在
所
、現
在
の
桑
名
市
長
島
町
の

被
害
を
記
し
た
も
の
で
、住
居
や
寺
が
倒
壊
し

た
ば
か
り
で
は
な
く
、す
べ
て
の
堤
防
に
被
害

が
あ
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。長
島
町
誌
に
も
、木

曽
川
堤
防
に
亀
裂
が
生
じ
地
盤
沈
下
、ま
た

木
曽
川
堤
防
破
堤
に
よ
り
、老
松
輪
中
が
流

出
し
死
者
七
一
名
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。多

度
町
史
も
三
重
県
の
被
害
を
伝
え
て
い
ま
す

が
、被
害
が
最
も
激
し
か
っ
た
の
は
北
勢
地
方
。

桑
名
・
員
弁
・
三
重
の
三
郡
で
、家
屋
の
全
壊
百

三
七
戸
、半
壊
二
百
五
一
戸
、死
者
二
六
名
と

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

岐
阜
県
災
異
誌
に
よ
れ
ば
、災
害
前
日
未

明
か
ら
雪
が
降
り
、災
害
当
日
の
五
日
未
明
に

は
大
垣
・
加
納
・
不
破
郡
・
土
岐
郡
・
恵
那
郡
に

お
い
て
家
屋
の
倒
壊
や
堤
防
や
道
路
の
亀
裂
な

ど
の
被
害
が
発
生
。余
震
は
一
ヶ
月
に
も
及
び
、

歴史ドキュメント

Ⅴ 

Ⅳ 

Ⅲ 

Ⅴ（烈震） 

Ⅳ（強震） 

Ⅲ（中震～弱震） 

Ⅱ～Ⅰ（軽震～微震） 

震源地 × 

× 

Ⅱ～Ⅰ 

南海地震の震度分布 

資料：『愛知県災害誌』 

震度 Ⅵ（烈震） 

Ⅴ（強震） 

Ⅳ（中震） 

Ⅲ（弱震） 

Ⅱ～Ⅰ（軽震～微震） 

震源地 東南海地震の震度分布 

Ⅵ 

Ⅴ 

Ⅳ 
Ⅲ 

資料：『愛知県災害誌』 

Ⅲ 

× 

× 

Ⅱ～Ⅰ 

Ⅱ～Ⅰ 

Ⅱ～Ⅰ 

震度 

安政地震の震度分布
資料：『愛知県被害地震史』
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濃尾平野の東西断面

の
堤
防
は
延
長
約
一
五
〇
ｍ
に
わ
た
り
一
ｍ

ほ
ど
沈
下
し
て
変
形
し
て
お
り
、堤
防
を
上
か

ら
見
る
と
横
に
波
打
つ
よ
う
に
沈
下
し
て
い
ま

し
た
。伊
勢
大
橋
は
桑
名
よ
り
の
と
こ
ろ
で
橋

が
三
〇
㎝
ぐ
ら
い
横
に
ず
れ
て
い
ま
し
た
。尾

張
大
橋
は
被
害
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
」

木
曽
岬
町
の
男
性

「
地
震
発
生
時
は
、家
の
中
に
い
ま
し
た
が
び

っ
く
り
し
て
竹
や
ぶ
へ
逃
げ
込
み
ま
し
た
。家

の
前
の
畑
で
は
、幅
二
〇
㎝
ほ
ど
の
亀
裂
が
延

長
三
〇
ｍ
ほ
ど
入
り
、そ
こ
か
ら
青
白
い
水
が

噴
出
し
て
、硫
黄
の
よ
う
な
臭
い
が
し
ま
し
た
」

長
島
町
大
倉
の
男
性

「
地
震
の
時
は
小
学
校
で
授
業
を
受
け
て
い

ま
し
た
。二
階
の
教
室
か
ら
び
っ
く
り
し
て
飛

び
出
し
ま
し
た
が
、階
段
は
揺
れ
、校
舎
の
壁

は
崩
れ
、下
駄
箱
は
倒
れ
て
い
ま
し
た
。校
庭
に

は
地
割
れ
が
出
来
て
水
が
噴
出
し
て
い
ま
し

た
。こ
こ
は
昔
堀
だ
っ
た
と
か
。揖
斐
川
右
岸
五

〜
五．
八
キ
ロ
の
間
で
堤
防
の
天
端
に
幅
五
〇

㎝
、長
さ
一
〜
二
ｍ
、深
さ
三
〇
㎝
ほ
ど
の
ひ

■
参
考
文
献

『
愛
知
県
災
害
誌
』

昭
和
四
五
年
　
名
古
屋
地
方
気
象
台
監
修

『
飛
島
村
史
』
昭
和
四
二
年
　
飛
島
村

『
飛
島
村
史
』
通
史
編
　
平
成
一
二
年
　
飛
島
村

『
君
子
未
然
に
防
ぐ
』
平
成
一
四
年
　
東
北
大
学
出
版
会

『
多
度
町
史
』
自
然
　
平
成
七
年
一
二
月
　
多
度
町

『
東
海
大
地
震
に
関
す
る
専
門
調
査
会
　
報
告
』

平
成
一
三
年
　
中
央
防
災
会
議（
東
海
地
震
に
関

す
る
専
門
調
査
会
）

『
東
南
海
　
南
海
地
震
等
に
関
す
る
専
門
調
査
会
　
報
告
』

平
成
一
五
年
九
月
　
中
央
防
災
会
議
事
務
局

び
割
れ
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
出
来
て
、で
こ
ぼ
こ

に
な
っ
て
い
ま
し
た
」

桑
名
市
堀
東
の
女
性

長
島
町
誌
に
よ
れ
ば
、耕
地
の
多
く
が
沈
下

し
、死
者
一
名
、倒
壊
家
屋
数
一
〇
戸
、多
度

町
史
に
は
揖
斐
川
沿
い
で
倒
壊
家
屋
が
多
か

っ
た
と
記
録
が
あ
り
ま
す
。

【
南
海
地
震
と
そ
の
被
害
】

昭
和
二
一
年（
一
九
四
六
）に
発
生
し
た
南

海
地
震
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八．
一
。震
源
地
は

紀
伊
半
島
沖
で
、東
北
地
方
か
ら
九
州
に
わ
た

っ
て
、地
震
動
を
感
じ
る
ほ
ど
の
極
め
て
大
規

模
な
地
震
で
、広
範
囲
に
わ
た
り
大
き
な
被
害

が
生
じ
ま
し
た
。被
害
は
四
国
を
中
心
に
死
者

千
三
百
余
人
、家
屋
全
壊
一
万
一
千
五
百
余

戸
、同
流
出
二
千
百
余
戸
で
し
た
。

愛
知
県
下
で
は
、死
者
一
〇
人
、家
屋
全
壊

七
五
戸
、半
壊
一
二
二
戸
の
被
害
で
し
た
。特

に
尾
張
西
部
地
方
に
被
害
が
多
く
、飛
島
村

で
は
家
屋
三
戸
に
被
害
が
、鍋
田
村
で
は
、全

壊
一
〇
戸
、半
壊
七
戸
死
者
一
人
で
し
た
。

岐
阜
県
で
は
震
度
五
で
、死
者
三
二
名
、家

屋
全
壊
三
四
〇
戸
、半
壊
七
二
〇
戸
と
大
き
な

被
害
が
出
て
き
ま
す
。三
重
県
も
震
度
五
で
、

木
曽
三
川
下
流
域
で
は
長
島
町
の
堤
防
が
多

少
沈
下
す
る
程
度
で
し
た
が
、全
県
で
は
死
者

一
一
人
、家
屋
全
壊
六
五
戸
、半
壊
九
二
戸
の

被
害
が
あ
り
ま
し
た
。

南
海
地
震
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、東
海
や
東

南
海
地
震
よ
り
被
害
域
が
さ
ら
に
広
い
範
囲

に
及
ぶ
う
え
、津
波
被
害
も
大
き
い
こ
と
で
す
。

昭
和
二
一
年
の
南
海
地
震
の
際
も
、津
波
が
静

岡
県
よ
り
九
州
に
至
る
海
岸
線
に
押
し
寄
せ

て
、高
知
、三
重
、徳
島
、和
歌
山
沿
岸
な
ど
で
、

高
さ
四
〜
六
ｍ
を
記
録
、死
者
千
三
百
余
人

の
多
く
は
津
波
に
よ
る
も
の
で
し
た
。そ
れ
で

も
歴
史
的
に
見
る
と
こ
の
時
の
津
波
被
害
は
小

さ
か
っ
た
ほ
う
で
、宝
永
地
震
の
時
な
ど
は
、津

波
が
大
阪
湾
や
瀬
戸
内
海
ま
で
侵
入
、特
に
大

阪
で
は
土
佐
堀
が
溢
水
し
て
七
百
余
人
が
水

死
す
る
な
ど
大
阪
全
体
で
約
一
万
人
が
死
亡

し
て
お
り
、安
政
南
海
地
震
の
時
も
、道
頓
堀

を
走
る
堀
に
ま
で
津
波
が
侵
入
し
て
、舟
で
避

難
し
よ
う
と
し
て
い
た
三
百
数
人
が
死
亡
し
た

と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

液
状
化
と
地
盤
沈
下

濃
尾
平
野
は
木
曽
・
長
良
・
揖
斐
川
の
三
大

川
の
中
・
下
流
域
に
広
が
り
、地
下
水
の
豊
富

な
砂
礫
質
層
と
海
成
泥
層
の
累
積
し
た
軟
弱

沖
積
層
の
厚
い
地
盤
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。こ
う

し
た
特
性
か
ら
大
地
震
時
に
は
地
盤
の
沈
降

や
陥
没
・
亀
裂
や
移
動
・
液
状
化
な
ど
の
災
害

が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。こ
と
に
液
状
化
が
広
範
囲

で
起
こ
り
、噴
泥
水
・
噴
砂
現
象
が
み
ら
れ
た

り
、同
時
に
地
盤
沈
下
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

天
正
一
三
年（
一
五
八
五
）の
大
地
震
の
震

度
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八．
二
で
、震
源
地
は
木
曽

川
河
口
に
近
い
伊
勢
湾
。死
者
は
七
千
人
で
し

た
。木
曽
岬
町
や
長
島
町
の
三
角
州
が
一
七
箇

所
も
水
没
し
て
い
ま
す
。ま
た
、宝
永
地
震（
一

七
〇
七
）で
は
海
津
町
の
本
阿
弥
新
田
で
約
一

尺
も
地
盤
沈
下
。明
治
二
四
年（
一
八
九
一
）

の
濃
尾
地
震
は
、日
本
内
陸
で
起
こ
っ
た
最
大

級
の
巨
大
地
震
で
、マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八．
一
。こ

の
と
き
の
地
盤
沈
下
は
九
〜
二
一
㎝
で
し
た
。

東
南
海
地
震
で
も

地
盤
沈
下
は
大
き

く
、愛
知
県
で
は

三
河
湾
沿
岸
か
ら

伊
勢
湾
の
北
岸
に

か
け
て
沈
降
の
地

変
が
み
ら
れ
、そ
の

最
大
は
三
〇
㎝
。

三
重
県
の
木
曽
三

川
下
流
域
で
は
、

最
大
一
〇
〇
㎝
以
上
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

体
験
者
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、噴
砂
や
噴

泥
な
ど
の
現
象
も
各
所
で
み
ら
れ
ま
し
た
が
、

こ
の
よ
う
な
液
状
化
は
大
地
震
の
た
び
に
起
き

て
い
た
と
い
う
記
述
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
震
は
長
い
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
で
見
た
場
合
、

特
定
の
地
域
で
周
期
的
に
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
の
自
然
災
害
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
は
科
学

技
術
が
発
達
し
た
二
一
世
紀
で
も
出
来
ま
せ

ん
が
、防
災
を
心
が
け
る
こ
と
で
被
害
を
軽
減

す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。地
域
特
性
の
把
握
や
、

災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
な
ど
の
確
認
、防
災
グ
ッ

ズ
の
準
備
な
ど
、日
ご
ろ
か
ら
の
防
災
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

西 
養老断層 

木曽岬断層 
岩盤 

岩
盤 

沖積層 

洪積層 名古屋市 

濃尾平野  東 

液状化現象による堤防被害の実例①
（平成10年阪神・淡路大震災より）

液状化現象による堤防被害の実例②
（平成10年阪神・淡路大震災より）

液状化現象による堤防被害の実例③
（平成10年阪神・淡路大震災より）

写真出典／「阪神・淡路大震災調査報告　土木構造物の被害」土木学会
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杉戸真太氏

略　歴
1952年、名古屋生まれ
1978年、京都大学大学院工学研究科修了
1989年、スタンフォード大学客員研究員
1997年、岐阜大学　教授　
2002年、岐阜大学流域圏科学研究センター長

専門は地震工学、都市地震防災
2001年～岐阜県東海地震等対策検討協議

会会長

海
溝
型
巨
大

地
震
災
害
を
考
え
る

岐
阜
大
学
教
授
、流
域
圏
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長
　
杉
戸
真
太
氏

二
点
に
つ
い
て
の
十
分
な
検
討
を
お
こ
な

い
、
そ
の
成
果
を
実
務
に
反
映
さ
せ
る
こ
と

が
防
災
技
術
者
に
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。

予
想
さ
れ
る

震
度
分
布
と
被
害
の
広
域
性

中
央
防
災
会
議
や
文
科
省
の
地
震
調
査
研

究
推
進
本
部
は
、
東
海
、
東
南
海
地
震
の
想

定
震
源
断
層
の
諸
元
に
つ
い
て
発
表
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
、
東
海
六
県

域
の
震
度
分
布
を
推
定
し
て
み
ま
し
た
。
対

象
と
し
た
地
震
は
、
東
南
海
地
震
と
東
海
地

震
が
連
続
し
て
発
生
し
た
と
す
る
も
の
で
、

一
八
五
四
年
の
安
政
東
海
地
震
タ
イ
プ
の
地

震
で
す
。
岐
阜
県
の
地
震
被
害
想
定
調
査
で

は
、
こ
れ
を
複
合
型
東
海
地
震
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
地
震
の
揺
れ
の
強
さ
は
、
表
層
の
地

盤
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
か
ら
、
各
県

で
は
五
〇
〇
ｍ
×
五
〇
〇
ｍ
の
メ
ッ
シ
ュ
単

位
で
表
層
地
盤
モ
デ
ル
を
割
り
当
て
、
そ
れ

を
被
害
想
定
に
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
メ
ッ

シ
ュ
地
盤
デ
ー
タ
を
各
県
か
ら
提
供
し
て
頂

地
震
災
害
は
進
化
す
る

地
震
と
い
う
自
然
現
象
は
、
太
古
の
昔
か

ら
繰
り
返
し
発
生
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
受

け
手
側
で
あ
る
我
々
の
社
会
情
勢
が
時
代
と

と
も
に
変
化
す
る
た
め
、
そ
の
災
害
形
態
も

ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

よ
り
、「
地
震
災
害
は
進
化
す
る
」
と
言
わ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

近
年
の
め
ざ
ま
し
い
経
済
発
展
を
遂
げ
た

日
本
は
、
先
の
兵
庫
県
南
部
地
震
の
よ
う
に

断
層
近
傍
に
お
い
て
強
烈
な
強
震
動
を
生
じ

さ
せ
る
内
陸
直
下
地
震
に
よ
る
震
災
を
経
験

し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
海
溝
型
巨
大

地
震
に
つ
い
て
は
、
過
去
三
〇
年
間
に
お
い

て
大
き
な
被
害
は
経
験
し
て
い
ま
せ
ん
。
海

溝
型
巨
大
地
震
に
対
す
る
地
震
防
災
を
実
行

す
る
に
あ
た
り
、
防
災
担
当
者
、
技
術
者
が

と
く
に
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
は

何
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
、「
非
常
に
長

い
強
震
継
続
時
間
」
と
「
被
害
の
著
し
い
広

域
性
」
の
二
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら

TALK＆TALK

杉戸真太氏 

図①　複合型東海地震における推定震度分布
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全
く
異
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
被
害
の
広

域
性
を
表
す
尺
度
と
し
て
、
各
震
度
階
の
陸

域
面
積
や
そ
こ
に
在
住
す
る
人
口
を
取
り
あ

げ
て
比
較
し
た
の
が
図
②
で
す
。
図
②
（
ａ
）

は
、
東
海
、
東
南
海
そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
場
合

と
複
合
型
東
海
、
さ
ら
に
、
先
の
一
九
九
五

年
兵
庫
県
南
部
地
震
に
つ
い
て
、
震
度
が
六

弱
、
六
強
、
七
と
な
る
陸
域
面
積
を
示
し
て

い
ま
す
。
六
弱
以
上
の
陸
域
面
積
は
、
複
合

型
東
海
で
は
兵
庫
県
南
部
地
震
の
一
〇
倍
以

上
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
方
、
各

震
度
レ
ベ
ル
に
曝
さ
れ
る
人
口
（
震
度
曝
露

人
口：

岐
阜
大
能
島
ら
に
よ
る
、
二
〇
〇

二
）
を
比
較
し
た
の
が
図
②
（
ｂ
）
で
す
。

神
戸
市
と
い
う
大
都
会
が
高
震
度
域
で
あ
っ

た
た
め
、
人
口
比
で
は
兵
庫
県
南
部
地
震
も

東
海
や
複
合
型
東
海
と
大
き
く
は
か
わ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
ら
の
結
果
よ
り
、
複
合
型
東
海

地
震
の
ケ
ー
ス
で
は
、（
１
）
兵
庫
県
南
部

地
震
を
上
回
る
人
的
被
害
が
発
生
し
、（
２
）

被
害
域
が
広
域
と
な
る
た
め
に
災
害
復
旧
が

極
端
に
遅
れ
る
、
等
の
事
態
が
容
易
に
予
想

さ
れ
ま
す
。

長
い
震
動
継
続
時
間
が

も
た
ら
す
も
の
は
？

海
溝
型
地
震
の
特
徴
は
、
断
層
の
規
模
が

と
て
も
大
き
い
こ
と
で
す
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
断
層
破
壊
が
始
ま
っ
て
お
わ
る
ま
で

に
二
分
以
上
か
か
る
た
め
、
各
地
点
で
の
揺

き
、
岐
阜
大
で
開
発
さ
れ
た
手
法
に
よ
り
広

域
震
度
推
定
を
行
い
ま
し
た
。

図
①
は
、
六
県
域
約
一
七
万
メ
ッ
シ
ュ
に
お

い
て
算
出
さ
れ
た
地
震
動
か
ら
求
め
た
推
定

震
度
分
布
で
す
。
震
源
は
、
一
九
四
四
年
東

南
海
地
震
の
震
源
位
置
（
第
一
震
源
）
と

し
、
断
層
破
壊
が
東
に
進
展
し
て
東
海
地
震

の
断
層
に
達
し
た
後
、
東
海
地
震
が
第
二
震

源
よ
り
発
生
す
る
パ
タ
ー
ン
で
す
。
断
層
を

い
く
つ
か
の
小
断
層
に
区
切
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
小
断
層
か
ら
の
地
震
動
を
重
ね
合
わ
せ
る

手
法
に
よ
っ
て
各
地
点
の
地
震
動
を
推
定
し

て
い
ま
す
。
図
に
示
さ
れ
る
区
分
さ
れ
た
太

い
線
の
格
子
は
よ
り
強
い
地
震
動
を
発
生
す

る
小
断
層
を
表
し
て
い
ま
す
。
断
層
の
長
さ

は
合
計
で
約
三
〇
〇
㎞
と
な
り
、
破
壊
が
ス

ム
ー
ズ
に
伝
播
し
た
と
し
て
も
東
海
地
震
の

震
源
断
層
北
端
に
達
す
る
ま
で
に
は
二
分
近

く
か
か
る
た
め
、
各
地
で
の
震
動
の
継
続
時

間
は
そ
れ
以
上
に
長
く
な
り
ま
す
。
ま
さ

に
、
巨
大
地
震
！
で
す
。
断
層
直
上
や
近
傍

の
地
域
で
高
震
度
と
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

で
す
が
、
断
層
破
壊
が
進
展
す
る
方
向
に
位

置
す
る
静
岡
県
や
山
梨
県
で
は
高
震
度
域
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
レ
ク
テ

ィ
ビ
テ
ィ
効
果
で
す
。
ま
た
、
矢
作
川
流
域

や
濃
尾
平
野
の
各
所
で
は
表
層
地
盤
の
影
響

に
よ
り
相
対
的
に
高
震
度
と
な
る
地
域
が
見

ら
れ
ま
す
。

図
①
よ
り
、
東
海
道
全
域
が
甚
大
な
被
害
を

被
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
兵
庫
県
南
部
地
震

や
新
潟
県
中
越
地
震
の
よ
う
な
高
震
度
域
が

一
部
地
域
に
限
ら
れ
る
内
陸
直
下
地
震
と
は

れ
は
そ
れ
以
上
に
長
く
続
き
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
震
動
が
非
常
に
長
く
続
く
こ
と
に
よ

り
ど
ん
な
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
で
し
ょ
う

か
。
揺
れ
の
強
さ
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
て

も
、
建
物
が
何
度
も
繰
り
返
し
揺
す
ら
れ
る

た
め
に
徐
々
に
弱
っ
て
い
き
最
後
に
倒
壊
す

る
と
か
、
は
じ
め
の
揺
れ
で
液
状
化
し
た
地

盤
に
立
つ
構
造
物
が
さ
ら
に
震
動
を
受
け
る

こ
と
か
ら
建
物
が
ど
ん
ど
ん
傾
い
た
り
、
地

中
構
造
物
が
浮
き
上
が
っ
て
き
た
り
す
る
、

な
ど
の
現
象
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

図
③
は
、
上
段
は
内
陸
直
下
地
震
に
よ
る

断
層
近
傍
で
の
強
震
記
録
（
兵
庫
県
南
部
地

震
、
神
戸
海
洋
気
象
台
）、
中
段
は
複
合
型

東
海
地
震
に
お
い
て
岐
阜
大
学
地
点
で
予
想

兵
庫
県
南
部 

東
海 

東
南
海 

複
合
型
東
海 

兵
庫
県
南
部 

東
海 

東
南
海 

複
合
型
東
海 

人
口（
万
人
） 

面
積（
㎞
） 

2

図②　震度階別面積、震度曝露人口の比較
（兵庫県南部地震以外は東海6県域）

図③　地震動の比較
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分
た
ち
の
地
域
の
震
度
、
液
状
化
危
険
度
が

ど
の
程
度
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
で

あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
で
防
災
意

識
も
高
ま
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
各

想
定
地
震
に
対
し
て
推
定
さ
れ
た
震
度
、
液

状
化
危
険
度
マ
ッ
プ
を
も
と
に
、
地
域
の
郵

便
番
号
エ
リ
ア
ご
と
に
値
を
算
出
し
て
お

き
、
そ
れ
ら
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
検
索

で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
て
み
ま
し
た
。

検
索
画
面
の
一
例
を
図
④
に
示
し
ま
す
。
岐

阜
県
域
で
は
、
岐
阜
県
の
地
震
被
害
想
定
で

対
象
と
し
た
四
つ
の
内
陸
活
断
層
地
震
に
つ

い
て
も
検
索
で
き
ま
す
。
ま
た
、
郵
便
番
号

が
わ
か
ら
な
く
て
も
住
所
で
検
索
で
き
ま

す
。
注
意
事
項
を
読
ん
で
頂
い
た
上
で
、
一

度
検
索
し
て
み
て
下
さ
い
。

さ
れ
る
地
震
動
、
下
段
は
二
〇
〇
四
年
九
月

五
日
の
東
海
道
沖
地
震
（
Ｍ=

七.

四
）
に
お

い
て
同
地
点
で
記
録
さ
れ
た
地
震
動
を
示
し

て
い
ま
す
。
内
陸
直
下
で
断
層
近
傍
と
な
る

と
、
さ
す
が
に
強
烈
な
地
震
動
で
す
が
、
震

動
継
続
時
間
は
非
常
に
短
い
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
た
だ
し
、
断
層
か
ら
少
し
離
れ
る
と

地
震
動
の
強
さ
は
大
き
く
減
衰
し
て
し
ま
い

ま
す
。
一
方
、
九
月
五
日
の
地
震
動
は
一
分

程
度
の
継
続
時
間
が
あ
り
、
こ
の
程
度
で
も

不
安
を
感
じ
ら
れ
た
人
は
多
か
っ
た
よ
う
で

す
が
、『
本
番
』
の
複
合
型
東
海
で
は
、
揺

れ
の
強
さ
は
五
〜
六
倍
、
継
続
時
間
は
二
倍

以
上
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
各
地

域
に
お
け
る
こ
の
倍
率
は
大
き
く
か
わ
ら
な

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
九
月
の

地
震
を
経
験
さ
れ
た
東
海
地
域
の
人
達
に

は
、“
本
番
”
の
恐
ろ
し
さ
は
容
易
に
理
解

し
て
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。

想
定
地
震
に
よ
る
図
①
の
よ
う
な
予
想
震

度
マ
ッ
プ
は
、
各
自
治
体
等
で
も
発
表
し
て

お
り
ま
す
が
、
震
度
と
い
う
指
標
は
地
震
動

の
最
も
強
い
揺
れ
の
部
分
で
算
定
し
て
い
ま

す
の
で
、
海
溝
型
地
震
の
場
合
に
は
予
想
震

度
か
ら
推
定
さ
れ
る
以
上
の
地
震
被
害
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
て
お

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

我
が
町
の
震
度
を

検
索
し
て
み
よ
う
！

図
①
の
よ
う
な
震
度
マ
ッ
プ
は
、
全
体
の

被
害
の
概
要
を
把
握
す
る
た
め
に
使
わ
れ
ま

す
が
、
住
民
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
は
、
自

図④　震度検索システム

http://www.cive.gifu-u.ac.jp/lab/ed2/kensaku/

日
本
列
島

付
近
で
は
、四

つ
の
プ
レ
ー
ト

が
相
互
に
接

し
、こ
れ
ら
の

境
界
で
日
本

海
溝
、
相
模

ト
ラ
フ
、南
海

ト
ラ
フ
が
形

成
さ
れ
て
い

ま
す
。太
平
洋
プ
レ
ー
ト
は
毎
年
、

西
に
約
一
〇
㎝
、フ
ィ
リ
ピ
ン
海

プ
レ
ー
ト
は
毎
年
北
西
に
三
〜
五

㎝
程
度
の
速
さ
で
そ
れ
ぞ
れ
動

き
、日
本
列
島
の
下
に
潜
り
込
ん

で
い
ま
す
。こ
れ
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ

レ
ー
ト
な
ど
の
大
陸
側
の
プ
レ
ー

ト
の
端
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
、歪

み
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
徐
々
に
蓄
積

さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
歪
み
が
限

界
に
達
し
、元
に
戻
ろ
う
と
す
る

破
壊
が
起
こ
り
、巨
大
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
放
出
さ
れ
て
巨
大
地
震

が
発
生
し
ま
す
。こ
う
し
た
海
溝

型
の
巨
大
地
震
は
、歴
史
的
に
も

か
な
り
規
則
正
し
く
一
定
の
間

隔
で
発
生
し
て
お
り
、そ
の
前
兆

か
ら
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
よ
く
わ
か
っ
て

い
ま
す
。

ユーラシアプレート 

フィリピン海プレート 

北アメリカ 
プレート 
北アメリカ 
プレート 

太平洋 
プレート 

海
溝
型
地
震
は
な
ぜ
起
き
る
の
か

陸のプレート 

海洋のプレート 

歪みの蓄積 
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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 
〒４９６-０９４７ 愛知県 
海部郡立田村福原 
TEL（０５６７）２４-６２３３ 

木曽川文庫利用案内
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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。身近でおこった出来

事、地域の情報などをお知らせ下さい。

今号の編集にあたって、岐阜県柳津町の皆様、

及び杉戸真太氏にご協力いただきありがとうご

ざいました。お礼申し上げます。

次回は、岐阜県坂内村を特集します。ご期

待ください。

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

来
る
日
も
来
る
日
も
、真
夏
の
太
陽
は
ぎ
ら
つ
き
、

いつ
も
な
ら
ま
ぶ
し
い
ば
か
り
の
青
田
も
、す
っ
か
り
元
気
が
あ
り
ま
せ
ん
。

空
を
見
上
げ
た
人
々
は
、

「
早
く
雨
が
降
れ
ば
い
い
の
に
の
う
」

「
こ
の
ま
ま
で
は
、今
年
の
収
穫
は
ど
う
な
って
し
ま
う
の
だ
ろ
う
」

と
、た
め
息
を
つ
く
ば
か
り
で
し
た
。

輪
中
地
帯
の
災
害
は
水
害
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ぐ
る
り
を
川
に
囲
ま
れ
て
い
て
も
、

用
水
と
い
う
設
備
が
な
か
っ
た
た
め
、

雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
、作
物
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
枯
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

困
っ
た
村
人
た
ち
は
、

「
そ
う
だ
！
お
百
度
参
り
を
し
よ
う
」

と
、村
中
交
代
で
氏
神
さ
ま
に
願
を
か
け
ま
し
た
。

相
撲
や
浄
瑠
璃
、手
踊
り
も
、

雨
乞
い
の
大
切
な
神
事
で
す
。

色
鮮
や
か
な
衣
装
を
身
に
ま
と
い
、

夜
を
徹
し
て
、降
雨
を
願
い
ま
し
た
。

し
か
し
、空
は
ま
す
ま
す
青
く
、雨
が
降
る
気
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。

頭
を
抱
え
た
村
人
は
、村
の
庄
屋
さ
ま
に
相
談
し
ま
し
た
。

「
こ
う
な
っ
た
ら
、も
は
や
、多
度
神
社
へ
お
参
り
す
る
し
か
あ
る
ま
い
」

庄
屋
さ
ま
た
ち
は
早
速
身
支
度
し
、

多
度
神
社
で
雨
乞
い
の
黒
幣
を
も
ら
い
う
け
、

そ
の
黒
幣
に
降
雨
を
祈
り
ま
し
た
。

す
る
と
、ど
う
で
し
ょ
う
。

雷
鳴
は
と
ど
ろ
き
、

大
粒
の
雨
が
落
ち
て
く
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
庄
屋
さ
ま
、あ
り
が
と
う
」

「
多
度
神
社
さ
ま
、あ
り
が
と
う
」

喜
ん
だ
村
人
た
ち
は
そ
う
叫
び
な
が
ら
、

輪
に
な
って
踊
り
だ
し
ま
し
た
。

「
慈
雨
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
。

さ
っ
そ
く
、皆
で
お
礼
に
行
こ
う
」

庄
屋
さ
ま
は
そ
う
言
い
渡
す
と
、

多
度
神
社
に
黒
幣
を
返
し
、お
礼
参
り
を
し
た
そ
う
で
す
。

※
柳
津
町
で
は
近
代
に
い
た
る
ま
で
数
年
毎
に
干
ば
つ
が
発
生
、

こ
の
民
話
は
、慶
応
三
年（
一
八
六
七
）の

干
ば
つ
と
雨
乞
い
の
実
話
を
元
に
、創
作
し
ま
し
た
。

編 集 後 記

庄
屋
さ
ま
の
雨
乞
い
神
事
　
岐
阜
県
柳
津
町


