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1

地域の歴史

山村の気候に育まれた
白川茶と朴葉ずし

岐
阜
県
の
東
部
に
位
置
す
る
東
白
川
村
は
、
人
口
が

二
，
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
岐
阜
県
内
で
面
積
が
一
番
小
さ

な
村
で
す
。

周
囲
に
は
一
，
〇
〇
〇
ｍ
級
の
山
々
が
連
な
り
、
村

の
中
心
に
は
、
村
名
の
由
来
に
も
な
っ
て
い
る
清
流

「
白
川
」
が
東
西
に
貫
流
し
て
い
ま
す
。

標
高
は
高
低
差
に
富
み
、
気
温
差
も
大
き
く
、
さ
ら

に
清
ら
か
な
水
も
豊
富
で
、
こ
う
し
た
恵
ま
れ
た
環
境

を
生
か
し
た
特
産
品
が
数
多
く
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

一
．
六
〇
〇
年
の
歴
史
を
も
つ

　
　
白
川
茶

（
一
）
白
川
茶
発
祥
の
地

東
白
川
村
の
特
産
の
一
つ
が
、
全
国
的
に
も
有
名
な

白
川
茶
で
す
。
白
川
茶
は
東
白
川
村
が
発
祥
の
地
と
言

わ
れ
て
お
り
、
現
在
は
東
白
川
村
の
ほ
か
、
白
川
町
と

そ
の
隣
接
す
る
市
町
で
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
白
川
村
と
白
川
町
で
は
、
飛
騨
川
と
そ
の
支
流
で

あ
る
白
川
、
赤
川
、
佐
見
川
な
ど
に
沿
っ
た
傾
斜
地
で

主
に
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
白
川
村
の
茶
の
起
源
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
一
説
に
よ
る
と
室む

ろ

町ま
ち

時
代
（
一
四
〇
〇

年
頃
）、
美
濃
国
加
茂
郡
大
沢
村
（
現
：
東
白
川
村
五ご

加か

大
沢
）
の
蟠ば

ん

龍
り
ゅ
う

寺じ

の
住
職
が
山や

ま

城し
ろ

国こ
く

宇
治
か
ら
茶
の

実
を
持
ち
帰
り
、
里
人
に
茶
の
栽
培
を
勧
め
た
の
が
始

ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
東
白
川
村
の
気
候
が
茶

の
栽
培
に
適
し
て
お
り
、
「
深
山
幽
谷
ニ
シ
テ
朝
夕
川

霧
多
ク
、
空
気
ハ
常
ニ
湿
気
ヲ
含
ミ
、
表
土
能
ク
乾
燥

ス
ル
」
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
山
間
地
特
有
の
厳
し
い
気
象

条
件
の
も
と
、
昼
夜
の
温
度
差
が
大
き
く
、
清
流
白
川

か
ら
立
ち
こ
め
る
朝
霧
が
遮
光
と
保
温
効
果
を
生
み
出

し
、
香
り
高
い
良
質
な
茶
葉
を
育
む
と
し
て
、
東
白
川

村
の
お
茶
は
白
川
流
域
を
中
心
に
近
郊
に
広
ま
っ
て
い

き
ま
し
た
。

貞
じ
ょ
う

享
き
ょ
う

元
（
一
六

八
四
）
年
の
「
神か

ん

土ど

村
年
貢
通
帳
」

に
は
、
藩
へ
御
用

茶
を
納
め
た
記

録
が
残
さ
れ
て

お
り
、
享

き
ょ
う

保ほ

年
間

以
降
に
も
毎
年
御

用
茶
を
納
め
て
い

る
な
ど
、
こ
の
地

方
屈
指
の
お
茶
の

産
地
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま

す
。
当
時
の
東
白

川
村
に
と
っ
て
、

茶
の
栽
培
は
生

糸
・
繭
に
次
ぐ
重

要
特
産
物
で
し

た
。発

祥
の
地
と
さ

れ
る
蟠
龍
寺
は
、

寺
跡
の
石
垣
を
今

も
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
高
さ
約

五
ｍ
、
延
長
約
五

十
ｍ
に
わ
た
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
石
垣
の
ほ
か
、
石

垣
に
自
生
す
る
在
来
種
「
大だ

い

門も
ん

」
が
大
切
に
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
在
来
種
は
今
も
な
お
、
里
人
の
手
に
よ
っ

て
守
り
継
が
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

（
二
）
茶
の
一
大
産
地
へ
の
動
き

茶
の
生
産
量
は
年
々
上
昇
し
て
い
ま
し
た
が
、
明
治

三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
以
降
は
興
隆
期
を
迎
え
た
養

蚕
業
の
経
営
拡
大
等
の
影
響
を
受
け
、
次
第
に
下
火
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
間
の
製
茶
技
術
は
向
上

し
、
そ
れ
ま
で
の
多
量
粗
生
産
か
ら
良
質
茶
の
生
産
へ

と
転
換
し
、
価
格
も
高
騰
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
戦
争
の
影
響
で
一
時
は
茶
生
産
が
二
の
次
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2

と
い
っ
た
状
況
に
な
り
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
四
（
一

九
四
九
）
年
頃
、
農
協
事
業
と
し
て
茶
園
改
良
と
優
良

品
種
の
導
入
が
始
ま
り
、
昭
和
二
十
八
（
一
九
五
三
）

年
頃
に
は
村
内
各
地
で
有
志
に
よ
る
茶
業
研
究
グ
ル
ー

プ
な
ど
も
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
東
白
川
村
で
の

茶
業
振
興
へ
の
関
心
は
次
第
に
高
ま
り
、
生
産
量
も

徐
々
に
右
肩
上
が
り
と
な
り
ま
し
た
。

白
川
茶
の
一
大
産
地
化
へ
と
本
格
的
に
動
き
出
し
た

の
は
、
昭
和
三
十
五
（
一
九
六
〇
）
年
に
樹
立
さ
れ
た

「
新
農
村
計
画
」
以
降
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
計

画
で
、
茶
は
稲
作
・
養
蚕
・
畜
産
と
並
ぶ
東
白
川
村
の

基
幹
作
目
と
し
て
向
こ
う
五
年
間
に
五
十
ha
の
集
団
茶

園
造
成
を
は
じ
め
、
緑
茶
共
同
加
工
施
設
の
建
設
等
の

事
業
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
計
画
が

終
了
し
た
昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
三
月
に
は
、

集
団
茶
園
面
積
四
十
九
ha
（
ほ
か
に
散
在
見
積
面
積
三

〇
ha
）
と
な
り
、
荒
茶
の
生
産
量
も
計
画
策
定
前
か
ら

三
倍
ほ
ど
の
伸
び
を
示
す
な
ど
大
き
な
成
果
を
収
め
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
「
新
農
村
計
画
」
に
続
き
、
昭
和
四
十
一

（
一
九
六
六
）
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
「
農
業
構
造
改
善

事
業
」
で
も
茶
業
振
興
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
昭

和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
ま
で
の
五
年
間
に
集
団
茶

園
二
六
・
九
ha
と
、
経
営
近
代
化
施
設
と
し
て
五
加
、

神
土
、
黒
渕
、
神
付
茶
生
産
組
合
の
緑
茶
共
同
加
工
施

設
が
相
次
い
で
完
成
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
茶
園
の
総
面
積
は
一
一
〇
ha
に
達
し
、

荒
茶
の
生
産
量
も
八
万
㎏
を
超
え
、
茶
の
販
売
量
は
六

万
㎏
を
突
破
す
る
な
ど
、
大
き
な
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。

（
三
）
数
々
の
品
評
会
で
高
い
評
価

白
川
茶
の
品
質
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
五
（
一
九

七
〇
）
年
八
月
に
行
わ
れ
た
岐
阜
県
茶
業
総
合
品
評
会

に
お
い
て
、
東
白
川
村
が
出
品
し
た
茶
八
点
の
う
ち
、

神
土
茶
生
産
組
合
の
出
品
茶
が
「
農
林
大
臣
賞
」
を
獲

得
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
は
一
等
二
点
、
二
等
三
点
、
三
等
二
点
と
、

出
品
茶
全
て
が
上
位
入
賞
の
快
挙
を
成
し
遂
げ
、
郷
土

の
特
産
「
白
川
茶
」
の
名
声
を
高
め
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
農
林
大
臣
賞
は
、
昭
和
五
十
一
（
一
九

七
六
）
年
ま
で
連
続
し
て
七
回
も
受
賞
す
る
と
い
う
記

録
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
直
近
で
は
、
二
〇
二
二

年
度
の
「
岐
阜
県
茶
の
品
評
会
」
に
お
い
て
、
最
上
位

で
あ
る
一
等
一
席
を
獲
得
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
東
海
・
関
西
六
府
県
（
愛
知
県
、
岐
阜
県
、

三
重
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
奈
良
県
）
で
順
番
に
開

催
し
て
い
る
「
関
西
茶
品
評
会
」
で
も
産
地
賞
で
三
位

を
受
賞
す
る
な
ど
、
今
も
な
お
品
質
が
高
く
評
価
さ
れ

て
い
ま
す
。

二
．
携
帯
食
と
し
て
重
宝
さ
れ
た

　
　
朴
葉
ず
し

（
一
）
朴
の
葉
で
包
ん
だ
ご
馳
走

東
白
川
村
の
も
う
一
つ
の
特
産
が
朴
葉
ず
し
で
す
。

朴
葉
ず
し
は
朴
の
木
の
葉
で
酢
飯
を
包
ん
だ
料
理
で
、

若
々
し
い
朴
葉
の
香
り
を
含
ん
だ
味
わ
い
深
い
ご
馳
走

と
し
て
人
気
が
あ
り
、
中
濃
や
東
濃
、
飛
騨
地
区
に
伝

わ
る
郷
土
料
理
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

昔
か
ら
こ
の
地
域
の
家
々
に
は
当
た
り
前
の
よ
う
に

朴
の
木
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
農
業
や
林
業
に
携
わ
る

人
た
ち
の
携
帯
食
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
東

白
川
村
で
は
農
休
み
や
田
植
え
が
終
わ
っ
て
田
の
神
を

送
る
行
事
「
早さ

苗な

饗ぶ
り

」
の
際
に
は
ど
こ
の
農
家
も
必
ず

食
し
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
昭
和
中
期
ま
で
は
水
稲
作
業
を
す
る
際
、

「
結ゆ

い
」
と
呼
ば
れ
る
近
所
で
の
共
同
作
業
で
実
施
し

て
い
た
た
め
、
田
植
え
な
ど
を
近
所
に
お
願
い
す
る
時

に
朴
葉
ず
し
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
朴
の

葉
に
は
殺
菌
作
用
や
防
カ
ビ
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
、
特

に
「
ヒ
ノ
キ
チ
オ
ー
ル
」
と
い
う
酵
素
が
高
い
抗
菌
性

を
持
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
朴
葉
だ
け
で
な
く
、
酢

飯
の
酢
の
強
い
殺
菌
効
果
も
相
ま
っ
て
、
高
温
多
湿
で

食
品
の
腐
敗
が
心
配
さ
れ
る
田
植
え
の
時
期
に
朴
葉
ず

し
は
重
宝
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

し
か
も
、
葉
に
包
ま
れ
て
い
る
た
め
に
食
事
の
際
に

手
が
汚
れ
に
く
く
、
食
器
が
不
要
で
後
片
付
け
も
容
易

で
あ
る
こ
と
も
重
宝
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
し
た
。

（
二
）
旬
は
初
夏
、
そ
れ
以
外
は
保
存
葉
で

朴
葉
ず
し
は
、
朴
の
木
に
若
葉
が
茂
る
五
月
下
旬
か

ら
七
月
上
旬
頃
ま
で
が
一
年
で
一
番
お
い
し
い
季
節
で

す
。
そ
の
頃
の
朴
の
葉
は
柔
ら
か
く
、
香
り
も
格
別
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
山
か
ら
朴
の
葉
を
採
っ
て
き
て

作
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
新
緑
の
季
節
に
な
る
と
タ
ケ
ノ

コ
、
フ
キ
、
椎
茸
な
ど
の
山
菜
や
、
鱒
や
鯖
の
切
り
身

を
載
せ
た
酢
飯
に
、
紅
生
姜
や
山
椒
の
若
芽
を
添
え
、

採
り
た
て
の
朴
葉
を
二
つ
折
り
に
し
て
包
み
、
し
ば
ら

く
寝
か
せ
て
か
ら
食
し
て
い
ま
し
た
。

朴

葉

ず

し

に

は
、
一
般
的
に
酢

飯
に
具
材
を
混
ぜ

込
ん
だ
「
混
ぜ
込

み
式
」
と
具
材
を

酢
飯
の
上
に
の
せ

た
「
後
の
せ
式
」

が
あ
り
ま
す
が
、

東
白
川
村
は
後
の

せ
式
の
方
で
す
。

酢
飯
の
上
に
の
せ

る
具
材
も
地
域
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。
村
内
で
朴
葉
ず
し
を

提
供
す
る
「
白
川
茶
屋
」
で
は
、
山
で
採
っ
て
き
た
朴

の
葉
に
、
東
白
川
村
産
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
の
酢
飯
、
地
元

で
採
れ
た
フ
キ
を
醤
油
と
ザ
ラ
メ
で
煮
込
ん
だ
き
ゃ
ら

ぶ
き
、
地
元
産
の
シ
ソ
の
実
の
煮
付
け
、
地
元
の
紫
蘇

汁
で
色
付
け
し
た
紅
し
ょ
う
が
、
鮭
の
甘
酢
漬
け
、
ア

サ
リ
の
し
ぐ
れ
煮
、
ツ
ナ
の
六
種
類
を
具
材
に
使
用
し

て
い
ま
す
。

お
店
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
現

在
は
東
白
川
村
が
運
営
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ

「
つ
ち
の
こ
マ
ル
シ
ェ
」
で
も
購
入
が
可
能
と
な
っ
て

い
ま
す
。
朴
葉
の
旬
の
時
期
以
外
は
、
保
存
し
た
葉
っ

ぱ
を
使
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
一
年
中
、
味
わ
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
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川
村

昭
和
五
十
七
年

 

東
白
川
村
役
場
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

道
の
駅
　
茶
の
里
　
東
白
川
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

白川茶屋の朴葉ずし〈提供：東白川村役場〉

第74回 関西茶業振興大会 滋賀県大会での表彰式
〈提供：東白川村役場〉

朴の木の若葉〈提供：東白川村役場〉
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地域の治水・利水

豊かな清流と森林を守る市民活動

東
白
川
村
は
明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
七
月
に

神か

ん

土ど

村
、
越お

っ

原ぱ

ら

村
、
五ご

加か

村
が
合
併
し
て
誕
生
し
ま
し

た
。
小
さ
な
農
村
で
あ
り
な
が
ら
、
誕
生
以
来
百
三
十

年
以
上
に
わ
た
り
、
合
併
も
分
村
も
せ
ず
現
在
に
至
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
住
民
た
ち
の
手
に
よ
っ
て

大
切
に
守
り
継
が
れ
て
き
た
豊
か
な
森
林
や
農
地
、
清

流
白
川
な
ど
の
自
然
を
守
り
、
新
た
に
育
て
、
未
来
へ

と
繋
い
で
い
く
取
組
み
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
．
村
を
挙
げ
て
の
環
境
美
化

　
　
活
動

東
白
川
村
で
は
、
豊
か
な
森
林
や
農
地
や
清
流
を
守

り
続
け
る
た
め
、
環
境
美
化
活
動
な
ど
を
精
力
的
に

行
っ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
河
川
清
掃
に
つ
い
て
は
、

役
場
職
員
に
よ
る
清
掃
活
動
の
ほ
か
、
住
民
に
よ
る
地

区
ご
と
の
河
川
清
掃
が
定
期
的
に
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
村
が
一
丸
と
な
っ
て
進
め
る
環
境
美
化
活

動
に
よ
っ
て
、
古
き
良
き
美
し
い
自
然
が
今
も
な
お
守

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
美
し
さ
は
、
「
日
本
で
最
も
美
し

い
村
連
合
」
に
加
盟
し
て
い
る
こ
と
で
も
証
明
さ
れ
て

い
ま
す
。

「
日
本
で
最
も
美
し
い
村
連
合
」
は
、
小
さ
く
て
も

素
晴
ら
し
い
地
域
資
源
を
も
つ
村
の
存
続
や
美
し
い
景

観
の
保
護
な
ど
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
、

平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年
十
月
に
設
立
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
で
す
。
二
度
と
取
り
戻
せ
な
い
日
本
の
農
山
漁

村
の
景
観
や
環
境
・
文
化
を
守
り
、
地
域
資
源
を
活
か

し
な
が
ら
美
し
い
村
と
し
て
の
自
立
を
目
指
す
運
動
を

展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
の
連
合
に
加
盟
す
る
に
は
、
い

く
つ
か
の
厳
し
い
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
が
、
東
白
川
村
は
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）

年
一
月
に
加
盟
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

加
盟
す
る
に
あ
た
り
、
里
山
景
観
を
作
り
出
す
特
産

の
白
川
茶
の

文
化
伝
承
と

活
用
、
ブ
ラ

ン
ド
で
あ
る

「
東
濃
ひ
の

き
」
の
育
成

保
全
と
木
造

住
宅
ビ
ジ
ネ

ス
へ
の
展
開

の
ほ
か
、
住

民
主
体
の
環

境
や
景
観
の

保
全
活
動
を

通
じ
た
里
山

の
保
全
な
ど
、
地
域
資
源
を
活
か
し
た
取
り
組
み
が
高

い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、
美
し
い
村
遊
歩

道
や
ビ
ュ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
設
置
、
河
川
清
掃
や
景
観
を

守
る
官
民
挙
げ
て
の
活
動
は
一
層
活
発
化
し
、
特
に
官

民
協
働
の
試
み
と
し
て
新
た
に｢

美
し
い
村
づ
く
り
委

員
会｣

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は

住
民
か
ら
選
出
さ
れ
、
毎
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
、
地
域

資
源
を
守
り
伝
承
し
て
い
く
た
め
に
何
を
す
べ
き
な
の

か
、
議
論
の
場
が
持
た
れ
て
い
ま
す
。

二
．
五
十
年
以
上
続
く

　
　「
東
白
川
緑
化
少
年
団
」

東
白
川
村
で
は
、
美
し
い
森
林
を
守
る
だ
け
で
な
く
、

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
へ
と
つ
な
げ
る
取
り
組
み
に

も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
歴
史
は
長
く
、
昭
和
二

十
二
（
一
九
四
七
）
年
に
創
立
し
た
東
白
川
中
学
校
で

は
、
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
に
生
徒
が
植
樹
祭

に
参
加
し
、
暖
炉
用
の
薪
づ
く
り
も
体
験
し
ま
し
た
。

ま
た
、
昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
に
は
、
岐
阜

県
で
初
と
な
る
「
緑
化
少
年
団
」（
東
白
川
緑
化
少
年

団
）
を
結
成
し
ま
し
た
。

東
白
川
中
学
校
で
は
生
徒
全
員
が
緑
化
少
年
団
に
入

団
し
、
総
合
学
習
と
し
て
一
年
を
通
し
て
い
ろ
い
ろ
な

体
験
を
し
な
が
ら
学
ん
で
い
き
ま
す
。
活
動
内
容
は
、

「東濃ひのき」の主産地 東白川村のヒノキ林〈提供：東白川村役場〉

役場と住民参加による河川清掃
〈提供：東白川村役場〉

東白川緑化少年団による植樹活動
〈提供：東白川村役場〉
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ヒ
ノ
キ
の
苗
木
の
植
林
や
下
草
刈
り
、
枝
打
ち
、
間
伐
、

玉
切
り
作
業
、
薪
割
り
、
神
宮
備
林
の
見
学
、
森
の
清

掃
、
源
流
域
の
水
質
調
査
の
ほ
か
、
企
業
と
取
り
組
む

「
水
を
育
む
森
づ
く
り
」
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

生
徒
は
、
村
役
場
の
林
務
係
や
地
域
住
民
と
と
も
に

村
の
林
業
と
山
の
自
然
を
守
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
実

践
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
村
の
外
部
の
一

般
企
業
か
ら
も
学
ぶ
こ
と
で
、
広
い
視
野
で
物
事
を
考

え
ら
れ
る
力
を
身
に
つ
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
活
動
は
、
全
日
本
学
校
関
係
緑
化
コ
ン

ク
ー
ル
で
の
入
賞
や
全
国
植
樹
祭
で
の
受
賞
な
ど
数
々

の
賞
を
受
賞
し
て
き
ま
し
た
。
近
年
で
は
「
令
和
元
年

度 

岐
阜
県
み
ど
り
の
少
年
団
活
動
発
表
大
会
」
に
お
い

て
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。
こ
の
大
会
で
は
県

内
の
小
中
学
校
六
団
体
が
参
加
し
、
各
団
体
が
取
り
組

ん
で
き
た
活
動
に
つ
い
て
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

東
白
川
緑
化
少
年
団
の
五
十
年
以
上
の
歴
史
と
緑
化
に

対
す
る
積
極
的
な
活
動
が
認
め
ら
れ
、
最
優
秀
賞
に
輝

き
ま
し
た
。

三
．
課
題
を
捉
え
た
森
林
づ
く
り

東
白
川
村
は
裏
木
曽
山
系
に
属
し
、
森
林
植
生
帯
で

は
温
帯
中
北
部
に
当
た
る
た
め
、
雨
が
比
較
的
多
く
、

樹
木
の
生
育
に
適
し
て
い
る
地
域
で
す
。
村
の
総
面
積

八
，
七
〇
九
ha
の
う
ち
、
森
林
の
総
面
積
が
七
，
八
二
六

ha
と
、
そ
の
割
合
は
九
十
％
以
上
に
の
ぼ
り
ま
す
。
そ

し
て
森
林
の
約
九
五
％
を
占
め
る
民
有
林
の
う
ち
約
七

十
三
％
が
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
の
人
工
林
で
す
。

東
白
川
村
の
人
工
林
は
十
一
齢
級
・
十
二
齢
級
の
人

工
林
が
最
も
多
く
、
全
体
の
約
三
十
二
％
を
占
め
て
い

ま
す
。
も
し
現
状
の
ま
ま
、
新
た
な
植
林
を
実
施
せ
ず

に
五
十
年
が
経
過
し
た
場
合
、
十
一
齢
級
・
十
二
齢
級

の
人
工
林
の
面
積
は
全
体
の
約
〇
・
二
％
に
減
り
、
二

十
一
齢
級
以
上
（
百
年
生
以
上
）
は
全
体
の
約
五
十
六
％

と
な
る
た
め
、
林
業
経
営
を
持
続
す
る
上
で
、
次
の
世

代
の
林
齢
構
成
を
ど
の
よ
う
に
育
て
て
い
く
か
が
現
在

の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
、
東
白
川
村
で
は
さ
ま
ざ

ま
な
制
度
や
仕
組
み
を
活
用
し
て
環
境
保
全
に
貢
献
し

な
が
ら
森
林
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
林
業
の
担
い
手

確
保
、
担
い
手
育
成
に
つ
な
が
る
よ
う
な
森
林
や
林
業

の
理
解
を
深
め
る
環
境
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

企
業
連
携
の
一
例
と
し
て
は
、
東
白
川
村
、
企
業
、
岐

阜
県
が
「
天
然
水
の
森 

ぎ
ふ
東
白
川
」
協
定
を
結
び
、

新
巣
村
有
林
（
一
部
除
く
）
一
六
七
ha
で
水
源
涵
養
機

能
を
十
分
に
発
揮
す
る
森
林
を
目
指
し
、
整
備
を
進
め

て
い
ま
す
。

ま
た
、
企
業
参
加
型
森
林
整
備
事
業
と
し
て
、
村
の

事
業
所
と
取
引
の
あ
る
木
材
問
屋
や
大
手
工
務
店
の
社

員
を
対
象
に
、
植
林
や
枝
打
ち
な
ど
の
林
業
体
験
活
動

を
行
い
、
森
林
保
全
の
啓
発
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

担
い
手
育
成
と
し
て
は
、
Ｕ
タ
ー
ン
、
Ｊ
タ
ー
ン
、
Ｉ

タ
ー
ン
の
定
住
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
村
職
員
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
山
村
地
域
で
の
暮
ら
し
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

ほ
か
、
公
益
社
団
法
人 

岐
阜
県
森
林
公
社
の
森
林
技
術

者
育
成
の
研
修
、
支
援
事
業
な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
、

森
林
整
備
の
担
い
手
と
な
る
新
規
雇
用
の
促
進
を
図
っ

て
い
ま
す
。

四
．
懸
念
さ
れ
る
土
砂
災
害
の

　
　
対
策

東
白
川
村
は
地
形
的
に
土
砂
崩
れ
が
発
生
し
や
す

く
、
村
内
で
は
中
小
河
川
の
決
壊
、
山
地
の
土
砂
流
出

等
に
よ
る
家
屋
、
耕
地
、
道
路
等
公
共
施
設
へ
の
被
害

が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
東
白
川
村
や
周
辺
地

域
で
は
、
過
去
に
大
き
な
土
砂
災
害
が
い
く
つ
か
発
生

し
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
八
月
十
七
日
に
は
、

観
光
バ
ス
二
台
が
集
中
豪
雨
に
よ
る
土
石
流
に
の
ま
れ

て
飛
騨
川
へ
転
落
し
、
多
数
の
死
者
が
出
ま
し
た
。
さ

ら
に
東
白
川
村
で
は
五
加
一
円
及
び
神
土
の
一
部
で
浸

水
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
二
十
二
（
二

〇
一
〇
）
年
七
月
十
五
日
に
は
、
梅
雨
前
線
の
影
響
に

よ
る
集
中
豪
雨
に
よ
っ
て
八
百
津
町
で
土
砂
崩
れ
が
発

生
し
、
翌
年
の
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
九
月
二

十
日
に
は
、
前
山
観
測
所
（
加
茂
郡
東
白
川
村
）
で
二

十
四
時
間
に
三
五
〇
㎜
の
雨
量
を
観
測
し
、
全
村
に
避

難
勧
告
、
村
内
の
一
部
に
土
砂
崩
れ
が
発
生
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
土
砂
災
害
を
防
ご
う
と
、
村
で
は
過
去
に

起
こ
っ
た
大
規
模
災
害
の
教
訓
を
活
か
し
、
絶
え
ず
災

害
対
策
の
改
善
を
図
っ
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
五
年
（
二

〇
一
三
）
六
月
に
改
正
さ
れ
た
土
砂
災
害
防
止
法
に
よ

り
東
白
川
村
内
で
指
定
さ
れ
た
危
険
箇
所
は
、
土
砂
災

害
警
戒
区
域
一
七
七
ヶ
所
（
土
石
流
九
十
一
ヶ
所
、
急

傾
斜
八
十
五
ヶ
所
、
地
滑
り
一
ヶ
所
）、
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
一
六
八
ヶ
所
（
土
石
流
八
十
三
ヶ
所
、
急

傾
斜
八
十
五
ヶ
所
）
の
三
四
五
ヶ
所
に
の
ぼ
り
ま
す
。

前
述
の
災
害
を
体
験
し
た
こ
と
も
あ
り
、
住
民
の
災
害

に
対
す
る
意
識

は
高
く
、
危
険

箇
所
の
指
定
を

受
け
る
た
め
に

村
内
六
ヶ
所
で

開
催
し
た
説
明

会
で
は
、
避
難

に
つ
い
て
住
民

同
士
が
声
を
掛

■
参
考
文
献

『
新
修
東
白
川
村
誌
　
通
史
編
』

東
白
川
村
　
昭
和
五
十
七
年

「
東
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川
村
　
村
勢
要
覧
〜
資
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編
〜
」

東
白
川
村
　
令
和
四
年

「
東
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５
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総
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計
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後
期
基
本
計
画
」

東
白
川
村
　
令
和
元
年
五
月

「
東
白
川
村 

１
０
０
年
の
森
林
づ
く
り
構
想
」

東
白
川
村
　
令
和
三
年
三
月

け
合
っ
て
避
難
す
る
と
い
う
形
態
が
話
し
合
わ
れ
ま
し

た
。ま

た
、
林
地
の
崩
壊
に
伴
う
災
害
予
防
の
た
め
、
積

極
的
な
治
山
事
業
も
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
工
林
で

も
、
間
伐
に
よ
っ
て
林
内
が
明
る
く
、
多
く
の
低
木
類

や
草
本
類
が
生
育
す
る
森
林
は
単
一
樹
種
が
密
生
し
、

林
内
が
暗
い
人
工
林
と
比
較
し
て
土
砂
災
害
防
止
機
能

や
水
源
涵
養
機
能
、
生
物
多
様
性
保
全
機
能
が
高
い
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
放
置
さ
れ
て
い
る
人
工
林
の
場
合
、
間
伐
が

遅
れ
て
い
る
た
め
に
林
床
が
暗
く
、
下
層
植
生
が
ほ
と

ん
ど
な
い
林
分
が
存
在
す
る
た
め
、
表
層
崩
壊
の
可
能

性
が
あ
る
ほ
か
、
土
壌
の
保
水
能
力
も
低
下
し
て
し
ま

い
ま
す
。

現
在
、
東
白
川
村
の
人
工
林
の
う
ち
約
九
％
が
放
置

さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
森
林
の
多

面
的
機
能
を
高
め
て
い
く
に
は
、
こ
の
よ
う
な
放
置
さ

れ
た
人
工
林
を
適
切
に
管
理
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ

ま
す
。

過去の土砂災害状況
〈提供：東白川村役場〉

間伐が行われ整備されたヒノキ林
〈提供：東白川村役場〉

民有林の人工林率（左）と民有林人工林の樹種別割合（右）
〈出典：東白川村 100年の森林づくり構想〉

25.8�

1.2�

73.0�

12.8�

86.5�

0.7�
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歴史記録

本
年
は
、
船
頭
平
閘
門
が
完
成
し
一
二
〇
年
目
の
節

目
の
年
に
当
た
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
何
度
か
修
繕
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
平
成
の
大
改
築
（
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
十
月

～
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
七
月
）
）
の
際
に
は
、
修

繕
方
法
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
明
治
期
と
平
成
期
の

土
木
技
術
に
つ
い
て
比
較
が
行
わ
れ
、
当
時
の
技
術
力

の
高
さ
を
暗
示
さ
せ
る
新
し
い
発
見
や
不
思
議
が
次
々

と
現
れ
て
き
ま
し
た
。

本
稿
で
は
、
前
号
に
引
き
続
き
、
船
頭
平
閘
門
の
建

設
に
お
け
る
隠
さ
れ
た
土
木
技
術
の
第
三
編
と
し
て
、

船
頭
平
閘
門
に
埋
設
さ
れ
た
鋼
桁
や
古
レ
ー
ル
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。

一
．
は
じ
め
に

船
頭
平
閘
門
が
完
成
し
た
の
は
明
治
三
十
五
（
一
九

〇
二
）
年
で
す
が
、
当
時
わ
が
国
で
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
構
造
に
関
す
る
力
学
的
理
解
が
、
ま
だ
十
分
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
船
頭
平
閘
門
の
築
造
に
は
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
概
念
を
導
入
し
た
と
思
わ
れ
る
古

レ
ー
ル
や
鉄
鋼
桁
が
使
用
（
埋
設
）
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
歴
史
的
経
緯

を
概
観
し
た
後
、
船
頭
平
閘
門
に
お
い
て
鋼
桁
や
古

レ
ー
ル
が
埋
設
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
推
測
し
ま
す
。

二
．
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
発
達

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
は
、
安あ

ん

政せ
い

二
（
一
八
五

五
）
年
に
フ
ラ
ン
ス
人
ラ
ン
ボ
ー
が
、
パ
リ
の
万
国
博

覧
会
に
出
品
し
た
金
網
入
り
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
ボ
ー

ト
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
そ
の
後
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
人

の
モ
ニ
エ
が
、
慶け

い

応お
う

三
（
一
八
六
七
）
年
に
植
木
鉢
の

芯
に
金
網
を
使
用
し
て
モ
ニ
エ
式
配
筋
法
の
特
許
を
取

得
し
た
後
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
ア
ー
チ
橋
（
径

間
十
五
・
八
ｍ
、
幅
四
・
二
ｍ
）、
耐
震
家
屋
、
床
構

造
な
ど
を
建
設
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
発
明
さ
れ
た
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
は
、
ド
イ
ツ
で
理
論
的
に
発
展
し
て
い
き
ま

し
た
。
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
、
プ
ロ
シ
ャ
（
ド

イ
ツ
）
土
木
局
の
ケ
ー
ネ
ン
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

構
造
物
の
簡
易
計
算
法
を
発
表
し
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
設
計
手
法
確
立
に
第
一
歩
を
記
し
ま
し
た
。

一
方
、
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
に
フ
ラ
ン
ス

人
の
ア
ン
ネ
ビ
ッ
ク
が
、
剪せ

ん

断だ
ん

力
り
ょ
く

に
抵
抗
す
る
Ｕ
型
鉄

筋
や
折お

り

曲ま
げ

鉄
筋
を
使
用
す
る
ア
ン
ネ
ビ
ッ
ク
式
配
筋
法

を
開
発
し
て
、
最
大
径
間
約
五
十
ｍ
の
ア
ー
チ
橋
を
架

橋
し
、
ま
た
そ
の
翌
年
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
の
メ
ラ

ン
が
、
山
型
鋼
を
配
置
す
る
メ
ラ
ン
式
配
筋
法
で
ア
ー

チ
橋
を
架
橋
し
ま
し
た
。

船頭平閘門建設時の土木技術　第三編

船頭平閘門と鉄筋コンクリート

ランボーが1855年パリ万国博覧会に出した金網を入れたボート
〈出典：「欧州における鉄筋コンクリート技術の歴史的変遷」〉

モニエが1875年に架設した鉄筋コンクリート・アーチ橋
〈出典：「我国への鉄筋コンクリート橋導入の技術史的研究」〉

船頭平閘門の門柱の底盤（閘頭部）に埋め込まれた鋼桁
〈出典：『船頭平閘門改築記念誌』〉
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二
―
一
．
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」
の
呼
称

十
九
世
紀
中
頃
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
補
強
を
目
的
と
し
て
鉄
棒
等
の
他
に
木
片
さ
え
も

混
入
さ
せ
た
よ
う
で
あ
り
、
英
語
の
「r

リ

イ

ン

フ

ォ

ー

ス

ト

e
in

fo
rc

e
d

 

c

コ

ン

ク

リ

ー

ト

o
n

c
re

te
(R

C
)

」

や
フ
ラ
ン
ス
語
の
「B

ベ

ト

ン

é
to

n
 

a

ア

ル

メ

rm
é

」
は
〝
補
強
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
〟
と
い
う

意
味
で
す
。

明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
、
土
木
技
術
者
の

広
井
勇
は
、
そ
の
論
文
で
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
導
入

の
必
要
性
を
述
べ
、
各
種
訳
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た

re
in

fo
rc

e
d

 c
o
n

c
re

te

を
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」

（
鉄
筋
混
凝
土
）
と
表
現
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
訳
語
は
、
当
初
は
特
許
取
得
さ
れ
た
海
外
で
の

特
殊
な
工
法
（
例
え
ば
モ
ニ
エ
配
筋
法
や
メ
ラ
ン
配
筋

法
等
）
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造

が
、
一
般
的
な
構
造
技
術
と
し
て
認
め
ら
れ
た
明
治
末

期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
定
着
し
た
よ
う
で
す
。

な
お
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
、
鉄
道
院
が

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
普
及
に
対
応
し
て
「
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
設
計
施
工
示
方
書
案
」
を
作
成
し
、
そ
の
後
、

大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
七
月
に
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
橋
梁
設
計
心
得
」
を
公
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
昭

和
六
（
一
九
三
一
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
標
準
示
方
書
」（
土
木
学
会
発
行
）
の
礎
と
な
り

ま
し
た
。

二
―
二
．
わ
が
国
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
、
建
築
雑
誌
に
お
い

て
国
内
で
初
め
て
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
技
術
が
紹
介
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
梁
」
で

あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
鉄
棒

を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
と
比
較
し
て
約
五
倍
の

強
度
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
法
が
特
許
を
得
た
と

い
う
も
の
で
し
た
。

一
九
〇
〇
年
当
時
に
施
工
さ
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
構
造
物
は
、
強
度
計
算
を
す
る
こ
と
な
く
、
「
鉄
筋

を
入
れ
さ
え
す
れ
ば
強
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
鉄
筋

を
埋
設
し
た
事
例
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
明
治
三
十

四
～
三
十
五
（
一
九
〇
一
～
一
九
〇
二
）
年
に
、
別
子

銅
山
で
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
古
ワ
イ
ヤ
ー
を
コ
ン
ク
リ
ー

ト
に
埋
設
し
て
暗
渠
が
造
ら
れ
、
明
治
三
十
九
（
一
九

〇
六
）
年
に
は
、
当
時
の
山
陽
鉄
道
の
門
司
連
絡
線
桟

橋
（
現
在
は
無
い
）
に
お
い
て
、
海
中
コ
ン
ク
リ
ー
ト

柱
に
古
レ
ー
ル
を
束
ね
て
埋
設
し
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
一
九
〇
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
強
度
計
算

を
行
っ
て
施
工
さ
れ
た
構
造
物
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

明
治
三
十
八
（
一
九
〇
五
）
年
、
真
島
健
三
郎
（
構
造

エ
ン
ジ
ニ
ア
）
に
よ
る
佐
世
保
ド
ッ
ク
の
汽
罐
室
建
設

や
、
同
年
に
井
上
秀
二
（
土
木
技
術
者
）
が
架
橋
し
た

京
都
市
の
高
瀬
川
の
三
橋
梁
、
明
治
三
十
九
（
一
九
〇

六
）
年
の
白
石
直
治
（
土
木
技
術
者
）
に
よ
る
神
戸
和

田
岬
の
東
京
倉
庫
建
設
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

な
お
井
上
秀
二
は
、
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年

に
著
し
た
『
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
』（
田
辺
朔
朗
校
閲
）

に
お
い
て
、
当
時
の
技
術
は
理
論
的
な
裏
付
け
に
弱
く
、

試
行
錯
誤
的
な
施
工
が
多
く
行
わ
れ
た
と
記
し
て
お

り
、
こ
の
時
期
は
ま
だ
不
十
分
な
構
造
計
算
に
基
づ
く

施
工
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
ま
す
。

三
．
船
頭
平
閘
門
に
見
る

　
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

K
IS

S
O

1
2

3

号
の
「
船
頭
平
閘
門
の
基
礎
工
事
」

で
既
述
し
た
よ
う
に
、
船
頭
平
閘
門
閘
頭
部
の
基
礎
工

に
は
鋼
桁
や
古
レ
ー
ル
が
埋
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
船
頭
平
閘
門
の
設
計
者
で
施
工
主
任
技

師
で
あ
っ
た
青
木
良
三
郎
が
、
そ
れ
ら
を
導
入
し
た
経

緯
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
概
念
を
持
っ
て
施
工
し
た

可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

三
―
一
．
日
本
最
古
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋

日
本
で
一
番
古
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
と
さ
れ
て

い
る
の
は
、
明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
琵
琶
湖

疎
水
運
河
に
架
け
ら
れ
た
日
ノ
岡
十
一
号
橋
（
メ
ラ
ン

式
ア
ー
チ
橋
）
で
す
。

こ
の
橋
は
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
に
工
部
大
学

校
（
現
東
京
大
学
）
を
卒
業
直
後
に
琵
琶
湖
疎
水
工
事

に
従
事
し
た
田
邊
朔
郎
が
手
掛
け
、
現
在
は
転
落
防
止

用
の
柵
が
設
置
さ
れ
、
現
役
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
田
邊
朔
郎
は
、
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年

十
二
月
、
迫せ

り

持も
ち

（
拱

き
ょ
う

、
ア
ー
チ
）
に
応
用
し
た
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
橋
の
耐
震
性
に
関
す
る
講
演
で
、
「
Ⅰ
字

の
桁
を
ア
ー
チ
形
に
曲
げ
て
並
べ
、
そ
の
間
に
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
入
れ
」、
さ
ら
に
「
下
弦
材
に
上
弦
材
を
も

加
え
る
と
、
メ
ラ
ン
式
ア
ー
チ
橋
は
耐
震
的
に
強
く
な

る
」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
橋
に
つ
い
て
、
残
念
な
が
ら
詳
細
な
資
料
が
残

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ア
ー
チ
の
「
Ⅰ
字
の
桁
」
と
し

て
は
ト
ロ
ッ
コ
の
古
レ
ー
ル
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
さ

れ
、
部
材
の
厚
さ
か
ら
下
弦
材
だ
け
で
あ
ろ
う
と
推
察

さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
橋
が
架
け
ら
れ
た
の
は
、
船
頭
平
閘
門

が
竣
工
し
た
翌
年
の
こ
と
で
し
た
。

三
―
二
．
船
頭
平
閘
門
の
鋼
桁
と
古
レ
ー
ル

『
閘
門
工
』（
木
曽
川
文
庫
蔵
）
に
は
、「
実
施
設
計
書
」

（
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
）
に
は
工
事
内
容
と

し
て
記
載
の
な
い
「
鋼
桁
布
設
工
」（
明
治
三
十
五
（
一

九
〇
二
）
年
）
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
当
初
設
計
時
に
は
な
か
っ
た
工
種
で
、
『
木

曽
川
改
修
工
事
概
要
』（
内
務
省
名
古
屋
土
木
出
張
所
）

に
は
、
「
閘こ

う

頭と
う

部ぶ

の
工
事
に
於
い
て
そ
の
基
底
部
の
構

琵琶湖疎水に架けられた日ノ岡十一号橋（写真右：明治期、写真左：現在）
〈出典（写真左）：『コンクリート叢書第24巻』（昔のコンクリート）〉

「鋼桁布設工」　〈出典：『閘門工』（木曽川文庫蔵）から抜粋・編集〉
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工
学
会
誌
　
第
二
二
〇
巻
　
一
九
〇
〇
年

『
19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

 

ト
橋
の
受
容
過
程
』

土
木
史
研
究
25
巻
　
二
〇
〇
五
年

『
鉄
筋
混
凝
土
橋
梁
　
二
五
三
巻
』

広
井
勇
　
工
学
会
誌
　
一
九
〇
三
年

『
日
本
に
お
け
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
導
入

　
お
よ
び
算
定
理
論
の
受
容
過
程
に
見
ら
れ
る
特

　
徴
に
つ
い
て
』

日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
（
73
巻
）

二
〇
〇
八
年

『
地
震
と
迫
持
と
の
関
係
及
耐
震
迫
持
の
考
察
』

田
邊
朔
郎
（
建
築
雑
誌
　
第
96
号
）

一
八
九
四
年

『
昔
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
』（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
叢
書

　
第
24
巻
）

ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン
ト
同
業
界
　
一
九
三
六
年

『
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
』（
田
邊
朔
郎
校
閲
）

井
上
秀
二
　
一
九
〇
六
年

『
木
曽
川
改
修
工
事
概
要
』

建
設
省
木
曽
川
下
流
工
事
事
務
所
　
一
九
一
一
年

造
や
や
薄
弱
な
る
を
認
め
、
設
計
を
変
更
し
て
鉄
桁
を

伏
せ
そ
の
欠
を
補
へ
り
」
と
、
鋼
桁
を
伏
せ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
『
閘
門
工
』
付
図

の
「
船
頭
平
閘
門
竣
工

図
」
に
は
、
木
曽
川
側
・

長
良
川
側
と
も
そ
れ
ぞ
れ

の
閘
頭
部
の
基
礎
部
分
と

煉
瓦
積
部
分
の
間
に
、
長

さ
が
約
八
・
〇
ｍ
の
鋼
桁

が
四
本
、
約
六
・
七
ｍ
の

鋼
桁
が
七
本
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

双
方
を
合
わ
せ
る
と
二

十
二
本
の
鋼
桁
が
埋
設
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
な
り
、

こ
れ
は
、
「
鋼
桁
布
設
工
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
〝
桁

二
十
二
本
製
作
費
〟
と
一

致
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
「
船
頭
平
工
營

所
閘
門
新
設
工
事
竣
功
内

訳
書
」（
『
閘
門
工
』
）
の

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
」
に

お
い
て
、
古
レ
ー
ル
（
約

二
一
〇
ｍ
）
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
〝
コ
ン
ク
リ
ー
ト

中
に
埋
込
ミ
〟
と
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。

既
存
の
図
面
に
は
記
載
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ

れ
ら
が
埋
め
込
ま
れ
た
位
置
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
を
増
す
た
め
に
施

工
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

三
―
三
．
土
木
技
術
伝
承
の
可
能
性

前
述
の
通
り
、
現
状
で
は
既
存
の
資
料
等
か

ら
、
船
頭
平
閘
門
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造

と
の
確
証
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
別
の
視
点
で

見
て
み
ま
す
。

日
ノ
岡
十
一
号
橋
を
手
掛
け
た
田
邊
朔
郎

は
、
琵
琶
湖
疎
水
運
河
が
完
成
し
た
翌
年
、
明

治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
に
帝
国
大
学
の
教

授
に
就
任
し
、
明
治
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年

ま
で
土
木
工
学
の
教
鞭
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
さ
に
こ
の
間
、
船
頭
平
閘
門
の
設
計
者
で
あ
る
青

木
良
三
郎
は
、
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
九
月
か

ら
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
七
月
の
間
、
同
帝
国
大

学
に
在
籍
し
て
い
ま
し
た
。

田
邊
朔
郎
と
青
木
良
三
郎
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
具

体
的
な
資
料
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
青
木
良
三
郎

が
一
年
時
の
同
期
は
十
六
名
と
少
人
数
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
教
授
と
学
生
と
の
関
係
は
密
で
あ
っ
た
と
想
像

さ
れ
ま
す
。

ま
た
在
職
中
の
田
邊
朔
郎
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

橋
を
研
究
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
当
時
の
業
界

誌
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
叢そ

う

書し
ょ

、
セ
メ
ン
ト
統
制
会
発
行
）

に
も
前
出
の
講
演
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
青
木
良
三
郎
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

四
．
お
わ
り
に

現
在
、
日
本
で
一
番
古
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造

物
と
さ
れ
て
い
る
日
ノ
岡
十
一
号
橋
は
、
明
治
三
十
六

（
一
九
〇
三
）
年
に
造
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
前
年
、
明

治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
船
頭
平
閘
門
は
竣
工
し

て
い
ま
す
。

船
頭
平
閘
門
は
国
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
だ
と
認
定
さ
れ
れ

ば
、
土
木
史
上
の
歴
史
的
価
値
が
さ
ら
に
深
ま
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
、
そ
の
確
証
は
得
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
今
後
の
調
査
に
よ
り
新
た
な
史
実
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

船頭平閘門概略名称図
〈出典：船頭平閘門パンフレットを編集〉

青木良三郎の家族写真（明治30年撮影）
左からハル（妻）と英一郎（子）、良三郎、
ムメ（母）、滝四郎（弟）
〈出典：木曽川文庫蔵〉

長良川側閘頭部に埋設された鋼桁の位置（図中〇印）。
〈出典：船頭平閘門竣工図（『閘門工』付図　木曽川文庫蔵に加筆〉
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研究資料

伊勢湾台風 知られざる土砂災害
一宮市尾西歴史民俗資料館　学芸員　宮川 充史

昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
伊
勢
湾
台
風
は
、
そ

の
被
害
状
況
か
ら
、
名
古
屋
市
南
部
や
海
部
郡
な
ど
、

伊
勢
湾
沿
岸
地
域
を
中
心
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

伊
勢
湾
台
風
の
被
害
は
山
間
部
に
も
及
び
、
大
規
模

な
土
砂
崩
れ
が
発
生
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

一
．
伊
勢
湾
台
風
の
被
害

東
海
地
方
を
襲
っ
た
伊
勢
湾
台
風
は
、
こ
れ
ま
で
、

学
校
で
の
地
域
学
習
や
、
博
物
館
で
の
展
示
、
出
版
な

ど
様
々
な
手
段
で
そ
の
内
容
が
伝
え
ら
れ
た
。
東
海
地

方
に
住
む
人
々
な
ら
、
体
験
は
し
て
い
な
く
て
も
、
ど

こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
災
害
で
あ
ろ
う
。

令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年
に
は
名
古
屋
市
博
物
館
で

『
治
水
・
震
災
・
伊
勢
湾
台
風
』
が
開
催
さ
れ
、
展
示

図
録
は
最
新
研
究
を
取
り
入
れ
た
内
容
で
読
み
応
え
が

あ
る
。
ま
た
同
年
に
は
『
伊
勢
湾
台
風
か
ら
六
〇
年
特

別
号
』
と
し
て
、
『
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
』
に
掲
載
さ
れ
た
伊

勢
湾
台
風
に
関
す
る
論
考
を
集
約
し
た
冊
子
が
編
集
さ

れ
た
。
こ
ち
ら
の
内
容
も
図
版
を
多
く
利
用
し
充
実
し

た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
に
よ
り
、
伊

勢
湾
台
風
の
基
礎
的
な
事
柄
や
最
新
の
研
究
情
報
は
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

伊
勢
湾
台
風
に
関
わ
る
文
献
の
多
く
は
、
被
害
が
深

刻
で
あ
っ
た
名
古
屋
市
な
ど
愛
知
県
南
部
を
中
心
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
台
風
接
近
と
満
潮
が
重
な
り

名
古
屋
市
南
部
、
海
部
郡
に
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
た

た
め
で
あ
り
、
死
者
・
不
明
者
五
，
〇
九
八
人
の
内
、

三
，
三
五
一
人
が
愛
知
県
で
あ
り
、
四
，
八
〇
〇
人
余

が
伊
勢
湾
沿
岸
地
域
で
あ
る
。
被
害
拡
大
の
背
景
に
は
、

戦
後
復
興
の
経
済
発
展
に
伴
う
名
古
屋
市
南
部
の
無
計

画
な
開
発
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
伊
勢
湾
台
風
の
被
害
は
必
然
的
に
愛
知
県
・
三
重

県
を
中
心
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
内
閣
府
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
伊
勢
湾
台
風
報
告
書
も

被
害
の
多
い
愛
知
・
三
重
の
記
述
に
終
始
し
て
い
る
。

岐
阜
県
の
伊
勢
湾
台
風
被
害
で
よ
く
紹
介
さ
れ
る
の

が
、
牧
田
川
の
堤
防
決
壊
に
よ
る
養
老
町
の
被
害
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
山
間
部
の
土
砂
災
害
に
よ
る
被
害
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
伊
勢
湾
台
風
に
よ
る
被
害

は
、
高
潮
や
河
川
の
増
水
だ
け
で
は
な
い
。
岐
阜
県
で

は
、
台
風
の
進
路
上
に
あ
っ
た
揖
斐
郡
や
郡
上
郡
で
大

規
模
な
山
崩
れ
が
発
生
し
て
お
り
、
揖
斐
郡
坂
内
村
諸も

ろ

家か

地
区
（
現
在
揖
斐
川
町
坂
内
坂
本
）
で
は
十
二
名
の

死
者
・
不
明
者
が
発
生
し
て
い
る
。

な
お
、
岐
阜
県
が
昭
和
三
十
五
（
一
九
六
〇
）
年
に

編
纂
し
た
『
岐
阜
県
を
襲
っ
た
伊
勢
湾
台
風
』
に
は
死

者
・
不
明
者
数
は
一
〇
四
名
と
あ
り
、
坂
内
村
の
死
者
・

不
明
者
数
は
十
三
名
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

十
数
名
の
死
者
・
不
明
者
が
出
た
の
は
、
県
下
で
は
坂

内
村
と
岐
阜
市
だ
け
で
あ
る
。

岐阜県内における

伊勢湾台風の死者・不明者数

市町村 死者・不明者数

岐阜市 13名

坂内村 13名

関市 10名

白鳥村 ７名

美濃加茂市 ６名

海津町 ５名

鵜沼町 ４名

蘇原町 ４名

明智町 ４名

中津川市 ３名

可児町 ３名

〈出典：『岐阜県を襲った伊勢湾台風』
より抜粋〉

坂内小学校諸家分校での合同葬儀

山崩れの後、崩落した諸家橋



9

前
兆
現
象
が
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

台
風
十
五
号
は
二
十
六
日
、
十
八
時
頃
に
紀
伊
半
島

に
上
陸
し
た
。
そ
の
規
模
は
九
二
九
hPa
で
あ
り
、
上
陸

後
も
九
四
〇
～
九
四
五
hPa
と
い
う
勢
力
で
紀
伊
半
島
か

ら
ほ
ぼ
一
直
線
に
富
山
ま
で
横
断
し
、
二
十
二
時
頃
岐

阜
県
西
部
に
達
し
た
。

夕
方
に
は
地
区
の
消
防
団
が
非
常
招
集
さ
れ
、
地
区

内
で
停
電
が
発
生
し
た
。
山
崩
れ
が
発
生
し
た
の
は
二

十
時
頃
で
あ
っ
た
。
山
崩
れ
の
発
生
は
音
で
分
か
っ
た

ま
た
、
郡
上
郡
白
鳥
村
で
も
六
名
の
死
者
が
あ
り
、

岐
阜
県
東
部
の
美
濃
加
茂
市
や
中
津
川
市
、
恵
那
郡

で
も
死
者
が
発
生
し
て
お
り
、
山
間
部
で
の
被
害
が

目
立
つ
。

今
回
は
、
坂
内
村
で
の
伊
勢
湾
台
風
に
よ
る
土
砂
災

害
を
取
り
上
げ
る
。

二
．
美
濃
・
近
江
を
結
ぶ

　
　
諸
家
地
区

土
砂
災
害
の
発
生
場
所
は
、
坂
内
村
の
諸
家
地
区
で

あ
る
。
諸
家
地
区
は
、
揖
斐
川
支
流
の
坂
内
川
の
分
流

白
川
の
上
流
に
あ
る
。
美
濃
と
近
江
境
を
つ
な
ぐ
新し

ん

穂ぽ

峠
道
に
あ
る
集
落
で
あ
り
、
峠
の
反
対
の
滋
賀
県
側
は

米
原
市
甲こ

う

津づ

原は
ら

で
あ
る
。
坂
内
村
に
は
、
広
瀬
・
坂
本
・

川
上
・
諸
家
の
四
つ
の
集
落
が
あ
る
。
諸
家
地
区
は
坂

本
地
区
の
一
部
で
あ
り
、
江
戸
時
代
よ
り
坂
本
村
の
枝

村
で
あ
っ
た
。
坂
本
か
ら
新
穂
谷
に
耕
作
に
入
る
「
出で

作づ
く

り
」
の
者
が
、
定
住
化
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
、
日
坂
峠
を
経
て
日
坂
方
面
（
旧
久
瀬
村
）
に

も
通
じ
て
い
る
。
本
能
寺
の
変
後
に
は
、
長
浜
か
ら
退

避
す
る
寧
々
（
北
政
所
）
と
秀
吉
の
母
な
か
（
大
政
所
）

も
坂
内
地
区
に
避
難
し
た
と
さ
れ
る
。
現
在
、
新
穂
峠

へ
の
道
は
土
砂
崩
れ
等
に
よ
り
封
鎖
さ
れ
、
岐
阜
県
側

か
ら
甲
津
原
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
諸
家
地
区
は
、

新
穂
川
を
境
に
上
諸
家
と
下
諸
家
に
分
れ
る
。
当
時
は

二
〇
〇
人
程
度
の
住
民
が
い
た
と
い
う
。
大
正
期
に
、

揖
斐
川
電
気
が
水
力
発
電
の
た
め
藤
橋
村
横
山
や
坂
内

村
広
瀬
に
進
出
し
た
こ
と
よ
り
、
昭
和
初
期
に
は
、
近

鉄
揖
斐
駅
か
ら
バ
ス
が
坂
内
村
の
中
心
街
で
あ
る
川
上

ま
で
通
っ
て
い
た
。
昭
和
期
に
は
、
諸
家
地
区
か
ら
も

半
日
あ
れ
ば
名
古
屋
ま
で
行
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

現
在
、
諸
家
地
区
は
自
然
が
残
る
静
か
な
山
里
で
あ

り
、
氏
神
の
春
日
神
社
は
境
内
に
踏
み
入
れ
る
と
、
境

内
を
流
れ
る
川
と
大
木
か
ら
、
異
世
界
に
来
た
よ
う
な

雰
囲
気
に
な
る
。
そ
の
春
日
神
社
鳥
居
の
近
く
に
「
追

憶
の
碑
」
と
い
う
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

伊
勢
湾
台
風
五
十
年
の
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年

に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
土
砂
崩
れ
が
発
生
し
た

の
は
こ
の
付
近
で
あ
り
、
十
二
名
の
死
者
・
不
明
者
が

発
生
し
た
。

伊
勢
湾
台
風
五
十
年
の
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）

年
、
諸
家
地
区
に
よ
っ
て
、
『
伊
勢
湾
台
風
五
〇
年
回

想
』、
『
伊
勢
湾
台
風
五
〇
年
記
念
』
と
す
る
二
点
の
小

冊
子
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
体
験
談
や
被
害
写

真
が
入
っ
て
い
る
。
伊
勢
湾
台
風
よ
り
す
で
に
六
十
年

以
上
が
経
過
し
、
伊
勢
湾
台
風
の
実
体
験
を
し
た
人
々

の
多
く
が
鬼
籍
に
入
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
五
十
年
を
機
に
、
追
憶
の
碑
と
い
う
記

念
碑
を
建
立
し
、
体
験
談
や
被
害
写
真
を
掲
載
し
た
小

冊
子
を
残
し
て
い
る
点
は
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
を
参
照
に
、
こ
の
土
砂
災
害
の
様
相
を
明

ら
か
に
す
る
。

三
．
山
崩
れ
発
生

昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
は
、
豊
作
で
あ
っ
た
。

こ
の
地
区
で
は
、
九
月
十
四
日
に
秋
祭
り
が
行
わ
れ
春

日
神
社
で
太
鼓
踊
り
が
行
わ
れ
た
。
太
鼓
踊
り
は
、
揖

斐
川
町
内
や
滋
賀
県
の
長
浜
市
や
米
原
市
で
も
見
ら
れ

る
民
俗
芸
能
で
あ
り
、
近
江
と
の
文
化
圏
の
共
通
性
が

わ
か
る
。

伊
勢
湾
台
風
と
命
名
さ
れ
る
台
風
十
五
号
が
襲
っ
た

の
は
、
刈
入
時
期
の
九
月
二
十
六
日
の
夜
で
あ
る
。
台

風
十
五
号
の
接
近
は
事
前
に
報
道
さ
れ
て
お
り
、
都
市

部
か
ら
離
れ
た
こ
の
村
で
も
そ
の
情
報
は
得
て
い
る
。

諸
家
地
区
で
も
前
日
よ
り
激
し
い
雨
が
降
り
、
一
部
道

路
の
破
損
や
道
路
沿
い
の
田
が
破
損
し
、
道
に
流
れ
出

る
事
象
が
発
生
し
て
い
た
。

体
験
談
に
よ
る
と
、
前
日
か
ら
山
や
谷
か
ら
け
た
た

ま
し
い
地
響
き
が
感
じ
と
れ
た
と
い
う
。
山
崩
れ
の
前

兆
に
は
濁
り
水
の
発
生
や
、
地
鳴
り
が
あ
る
。
す
で
に

台
風
上
陸
前
よ
り
被
害
は
発
生
し
て
お
り
、
山
崩
れ
の

春日神社（揖斐川町坂内）に建立された追憶の碑

春日神社（写真左：当時、写真右：現在）

諸家への道路（写真左：当時、写真右：現在）
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文
献

『
岐
阜
県
を
襲
っ
た
伊
勢
湾
台
風
』

岐
阜
県
　
一
九
六
〇
年

『
坂
内
村
誌
民
俗
編
』

坂
内
村
教
育
委
員
会
　
一
九
八
八
年

『
伊
勢
湾
台
風
50
年
記
念
』

　
諸
家
区
伊
勢
湾
台
風
50
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編

　
二
〇
〇
九
年

『
伊
勢
湾
台
風
50
年
回
想
』

　
諸
家
区
伊
勢
湾
台
風
50
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編

　
二
〇
〇
九
年

『KISSO

伊
勢
湾
台
風
か
ら
60
年
特
別
号
』

　
木
曽
三
川
歴
史
文
化
資
料
編
集
検
討
会
編

（
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
）　
二
〇
一
九
年

朝
に
な
る
と
、
光
景
は
一
変
し
て
い
た
。
土
砂
崩
れ

で
三
軒
の
家
が
呑
み
込
ま
れ
、
十
二
名
が
亡
く
な
る
惨

事
と
な
っ
た
。
二
名
の
遺
体
は
発
見
さ
れ
た
が
、
十
名

は
行
方
不
明
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
全
壊
・
半

壊
が
各
一
戸
、
床
上
・
床
下
浸
水
も
十
戸
に
及
ん
だ
。

全
て
の
橋
が
流
出
し
、
川
沿
い
に
設
け
ら
れ
た
市
街
地

に
通
じ
る
道
路
は
河
側
に
崩
落
し
た
こ
と
で
集
落
は
孤

立
し
た
。

山
崩
れ
の
後
、
崩
落
し
た
橋
、
道
路
な
ど
、
被
害
写

真
か
ら
そ
の
状
況
が
わ
か
る
。
『
岐
阜
県
を
襲
っ
た
伊

勢
湾
台
風
』
に
は
、
県
下
の
被
害
状
況
写
真
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
が
、
坂
内
村
の
被
害
写
真
は
な
い
。
そ
れ
は

村
に
通
じ
る
陸
上
交
通
が
分
断
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
台
風
が
過
ぎ
去
っ
た
そ
の
日
よ
り
、
地
元

住
民
に
よ
り
復
旧
活
動
が
始
ま
っ
て
い
た
。
写
真
は
被

害
状
況
の
み
を
写
す
の
で
は
な
く
、
復
旧
作
業
の
光
景

も
残
さ
れ
て
い
る
。
川
に
は
丸
太
で
仮
橋
が
架
橋
さ
れ
、

上
と
下
の
連
絡
手
段
は
確
保
さ
れ
た
。
暴
風
で
倒
さ
れ

た
稲
を
刈
り
取
る
姿
も
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。

数
日
後
に
は
、
海
上
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ

る
物
資
輸
送
が
行
わ
れ
た
。
復
興
作
業
光
景
の
写
真
に

は
山
に
積
る
雪
も
写
っ
て
お
り
、
冬
ま
で
作
業
は
行
わ

れ
て
い
る
。
村
人
た
ち
は
正
月
三
ヶ
日
の
み
休
み
、
只ひ

た

管す
ら

復
興
作
業
に
関
わ
っ
た
。

復
興
活
動
が
順
調
に
進
ん
だ
背
景
に
は
、
住
民
の
多

く
が
農
業
を
生
計
の
中
心
と
し
て
お
り
、
農
閑
期
で

あ
っ
た
こ
と
や
、
住
民
の
生
活
再
建
と
密
接
に
関
わ
っ

て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
住
民
の
努
力
に
よ
り
、
短
期

間
で
復
旧
作
業
を
終
え
、
翌
年
の
田
に
は
、
黄
金
色
の

穂
が
つ
く
豊
作
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
諸
家
地
区
で
は
、
伊
勢
湾
台
風
後
に
集
落

を
離
れ
る
者
も
多
く
な
り
、
過
疎
化
が
始
ま
っ
た
と
さ

れ
る
。
実
際
に
坂
内
村
の
人
口
は
、
減
少
に
歯
止
め
が

か
か
ら
な
く
な
る
。
各
地
に
あ
っ
た
炭
焼
き
小
屋
も
倒

壊
し
、
産
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
炭
焼
き
は
壊
滅
的
打
撃

を
受
け
た
と
い
う
。

ま
た
、
坂
内
村
で
は
、
居
住
す
る
集
落
か
ら
離
れ
た

田
畑
の
耕
作
に
従
事
す
る
「
出
作
り
」
が
広
く
行
わ
れ

と
い
う
。
し
か
し
、
風
雨
が
激
し
く
救
助
も
で
き
な
か
っ

た
。
二
十
三
時
頃
、
台
風
の
目
に
入
っ
た
た
め
、
風
雨

が
弱
く
な
り
、
消
防
団
が
巡
回
に
行
っ
た
。
そ
の
時
に

は
、
ニ
軒
の
家
は
流
さ
れ
て
な
か
っ
た
と
い
う
。

て
い
た
。
特
徴
は
一
時
的
な
出
張
農
作
業
で
は
な
く
、

農
繁
期
は
出
作
地
で
生
活
す
る
二
重
生
活
に
あ
っ
た
。

坂
内
村
内
に
は
浅あ

ざ

又ま
た

、
品し

な

又ま
た

等
、
い
く
つ
も
の
谷
が
あ

り
、
各
地
区
か
ら
谷
に
出
向
い
て
小
屋
を
設
け
て
、
二

重
生
活
を
行
っ
て
い
た
。
家
族
で
出
作
り
地
に
入
る
こ

と
も
あ
り
、
子
供
の
た
め
の
学
校
も
あ
っ
た
。
す
で
に

昭
和
初
期
に
、
民
俗
学
者
高
谷
重
夫
に
よ
る
調
査
も
さ

れ
て
い
る
。

伊
勢
湾
台
風
は
各
谷
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
、

出
作
り
も
無
く
な
っ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
昭
和
五
十

年
代
に
も
「
出
作
り
」
は
あ
っ
た
た
め
、
「
出
作
り
」

が
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
伊
勢
湾

台
風
以
前
に
も
、
村
に
は
自
動
車
が
あ
る
程
度
は
普
及

し
、
二
重
生
活
を
す
る
「
出
作
り
」
を
す
る
必
要
も
無

く
な
り
つ
つ
あ
り
、
「
出
作
り
」
の
衰
退
を
伊
勢
湾
台

風
の
み
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

伊
勢
湾
台
風
と
「
出
作
り
」
の
消
滅
の
関
係
は
、
今

後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

写
真
を
提
供
い
た
だ
い
た
田
中
正
敏
氏
に
深
く
感
謝

い
た
し
ま
す
。

山崩れの跡（写真左：当時、写真右：現在）

刈入れをする村人たち ヘリコプターで運ばれた越冬物資
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昔
、
東
白
川
村
に
五
介
と
い
う
盗
賊
が
お
り
、
住
民
は
不
安
な
日
々

を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
苗
木
藩
は
討
手
を
繰
り
出
し
ま
し
た
が
、
五

介
を
捕
ら
え
ら
れ
ず
に
い
ま
し
た
。

そ
の
頃
、
隣
村
の
鉄
砲
名
人
で
あ
る
又
左
衛
門
が
白
川
の
鮎
を
撃
つ

た
め
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
山
伏
が
通
り
か
か
り
ま
し
た
。

山
伏
は
又
左
衛
門
の
鉄
砲
を
手
に
取
っ
て
鮎
を
一
撃
し
、
鉄
砲
の
極
意

を
記
し
た
巻
物
を
又
左
衛
門
に
託
し
て
立
ち
去
っ
た
そ
う
で
す
。

又
左
衛
門
は
大
い
に
喜
び
、
ひ
た
す
ら
修
練
し
、
極
意
を
会
得
し
ま

し
た
。
そ
の
名
声
は
藩
主
の
耳
に
入
り
、
又
左
衛
門
に
五
介
討
伐
の
命

令
が
下
り
ま
し
た
。

又
左
衛
門
は
五
介
の
隠
れ
家
を
突
き
止

め
る
た
め
、
山
中
で
五
介
の
手
下
を
捕
え
、

杉
の
大
樹
に
縛
り
つ
け
て
命
と
引
き
換
え

に
五
介
の
居
場
所
を
吐
か
せ
ま
し
た
。
そ

う
し
て
滝
の
近
く
の
岩
窟
へ
辿
り
着
き
、

五
介
の
姿
を
確
認
す
る
と
「
五
介
、
覚
悟

せ
い
！
」
と
叫
ん
で
第
一
弾
を
放
ち
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
五
介
が
炉
端
に
あ
っ
た

茶
釜
の
蓋
で
銃
弾
を
受
け
止
め
た
た
め
、

す
か
さ
ず
第
二
弾
を
放
っ
た
と
こ
ろ
、
見

事
に
命
中
。
五
介
は
あ
え
な
い
最
期
を
遂

げ
ま
し
た
。

　
　そ
の
後
、
意
気
揚
々
と
引
き
上
げ

て
き
た
又
左
衛
門
で
す
が
、
約
束
を

忘
れ
、
大
樹
に
縛
り
つ
け
て
い
た
手

下
も
撃
ち
殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

又
左
衛
門
は
藩
主
か
ら
褒
美
を
も
ら

い
、
大
い
に
面
目
を
施
し
ま
し
た
が
、

そ
れ
以
来
、
砲
術
は
す
っ
か
り
駄
目

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
か
。

命
を
助
け
る
約
束
を
破
ら
れ
た
五

介
の
手
下
の
恨
み
が
こ
も
っ
て
そ
う

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
語
り
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

出
典
：
『
新
修
東
白
川
村
誌

　通
史
編
』

　昭
和
五
十
七
年

　東
白
川
村

　　　　現在の五介の滝　　　　

「閘門フェスティバル」が開催されました 
船頭平閘門120周年祭

　令和４（2022）年は、船頭平閘門が完成した明治35（1902）年から120年

目となる記念すべき年でした。そこで川と人々との関わりについて活動をして

いるＮＰＯ法人木曽川文化研究会が主催となり、愛西市観光協会と中部地方整

備局木曽川下流河川事務所が共催し、10月10日（月・祝）に「船頭平閘門120

周年祭　閘門フェスティバル」と銘打って記念行事を開催しました。

　当日は、木曽川下流河川事務所長、愛西市長、愛西市観光協会会長、NPO法

人木曽川文化研究会理事長など地元関係者のほか、船頭平閘門建設に所縁のあ

るサンジルシ醸造株式会社会長と愛西市の高校生も招待し、ご挨拶また船頭平

閘門に対する思いなどお話しいただきました。

　その後、コロナ禍以前はNPO法人木曽川文化研究会による夏の恒例行事で

あった閘門を通過する「船遊び」（乗船体験）、船頭平閘門のこれまでの歴史を伝

えるパネル展示や映像上映のほか、建設

当時の工事にも使用されていた足踏み水

車の実演、さらに来場者参加型の閘門検

定クイズや折り紙ヒコーキ大会、紙芝居

など盛りだくさんのイベントが実施され

ました。

　一般の来場者は250名を数え、秋晴

れの青空の下、思い思いのイベントに参

加され、楽しいひと時を過ごされていま

した。

木曽川下流河川事務所
大坪事務所長

愛西市観光協会
加藤会長

木曽川文化研究会
久保田理事長

愛西市の高校生
土方さん

サンジルシ醸造 ( 株 )
佐藤会長

日永愛西市長

120 周年を祝う船のパレード デ・レイケ像の下での折り紙ヒコーキ大会


