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一 

は
じ
め
に 

近
年
、
全
国
各
地
で
大
規
模
な
災
害
が
立
て
続
け
に
発
生
し
て
い
ま

す
。
特
に
世
界
的
な
気
候
変
動
の
影
響
と
も
言
わ
れ
る
台
風
や
前
線
の

活
発
な
活
動
に
よ
り
、
局
所
的
な
集
中
豪
雨
の
発
生
が
増
え
て
お
り
、

そ
れ
に
伴
う
河
川
氾
濫
や
土
砂
災
害
が
多
発
し
て
い
る
状
況
に
あ
り

ま
す
。 

天
竜
川
流
域
に
お
い
て
も
、
脆
い
地
質
や
急
峻
な
地
形
の
場
所
が
多

く
、
断
層
も
多
数
存
在
す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
過
去
に
は
三
六

災
害
を
は
じ
め
と
し
た
大
き
な
災
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
国
土
交
通

省
天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
で
は
、
河
川
氾
濫
や
土
砂
災
害
発
生
を
防

止
す
る
た
め
、
護
岸
の
改
修
や
砂
防
堰
堤
等
の
整
備
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
施
設
の
整
備
だ
け
で
は
災
害
を
完
全
に
防
止
す

る
こ
と
は
難
し
く
、
万
が
一
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
へ
の
備
え
を
進

め
る
こ
と
、
流
域
住
民
に
災
害
へ
の
意
識
を
高
め
て
も
ら
う
こ
と
は
、

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
り
、
地
域
に
て
過
去
に
発
生
し
た
災
害
時
の

様
子
を
伝
承
す
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
の
教
訓
を
学
び
、
後
世
に
伝
え
て

い
く
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
の
大
切
さ
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。 

当
事
務
所
で
は
、
平
成
二
十
六
年
度
よ
り
「
語
り
継
ぐ
『
濁
流
の
子
』

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
、
昭
和
三
十
六
年
に
伊
那
谷
に
て
発
生
し
た

三
六
災
害
に
関
す
る
写
真
や
資
料
を
収
集
整
理
し
、
公
開
す
る
取
り
組

み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
取
り
組
み
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
『
濁

流
の
子
』
は
、
三
六
災
害
発
生
時
や
そ
の
後
の
様
子
な
ど
の
体
験
談
を

当
時
学
生
で
あ
っ
た
碓
田
栄
一
氏
が
独
自
に
ま
と
め
た
文
集
で
す
。 

本
書
で
は
、
災
害
発
生
時
、
高
校
生
で
あ
っ
た
碓
田
さ
ん
が
「
ど
の

よ
う
な
き
っ
か
け
、
理
由
で
体
験
談
を
ま
と
め
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た

の
か
」
、
ま
た
「
ど
の
よ
う
な
経
過
で
作
文
の
収
集
、
編
集
、
印
刷
等

を
行
っ
た
の
か
」
「
製
作
・
発
刊
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
交
流
や
反
響

が
あ
っ
た
の
か
」
な
ど
に
つ
い
て
、
当
時
を
振
り
返
っ
て
お
話
し
い
た

だ
い
た
内
容
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。 

今
後
、
災
害
に
対
す
る
人
々
の
理
解
と
防
災
へ
の
さ
ら
な
る
意
識
向

上
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、
本
書
が
防
災
教
育
や
災
害
伝
承
を
行
っ
て
い

く
際
の
参
考
資
料
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所 

 
 



二 

三
六
災
害
と
『
濁
流
の
子
』 

三
六
災
害 

 

昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
年
）
、
台
風
の
接
近
と
梅
雨
前
線
の
停

滞
に
よ
る
激
し
い
雨
が
伊
那
谷
を
襲
い
、
伊
那
谷
で
は
一
週
間
で
年
間

平
均
雨
量
の
三
割
を
超
え
る
豪
雨
（
飯
田
観
測
所
：
総
雨
量
五
七
九
ミ

リ
メ
ー
ト
ル<

六
月
二
十
三
日
～
七
月
一
日>

）
を
記
録
し
ま
し
た
。 

伊
那
谷
の
各
地
で
川
の
氾
濫
、
土
石
流
、
地
す
べ
り
が
発
生
し
、
何

十
年
に
一
度
か
百
年
に
一
度
く
ら
い
に
し
か
起
き
な
い
と
い
わ
れ
る

大
災
害
と
な
り
ま
し
た
。
家
や
田
畑
が
土
石
流
に
押
し
流
さ
れ
、
土
石

流
と
と
も
に
無
く
な
っ
た
集
落
も
あ
り
ま
す
。
三
六
災
害
に
よ
る
死

者
・
行
方
不
明
者
は
一
三
六
名
、
家
屋
の
全
壊
・
流
失
・
半
壊
は
千
五

百
戸
に
も
及
び
ま
し
た
。 

       

                 

浸水した川路小・中学校 
（飯田市） 

崩落した大西山付近の様子 
（大鹿村） 

決壊寸前の惣兵衛堤防 
（高森町） 



 

  
 

出典：昭和 36 年度伊那谷大水害の気象 
（国土交通省天竜川上流工事事務所：平成 3 年 3 月発行） 



 

『
濁
流
の
子
』
と
は 

•  
『
濁
流
の
子
』
は
、
豪
雨
災
害
（
三
六
災
害
）
に
よ
る
被
災

者
の
作
文
集
で
あ
る
。 

•  

編
纂
者
は
、
当
時
二
十
歳
の
大
学
生
だ
っ
た
碓
田
栄
一
さ
ん 

•  

昭
和
三
十
九
年
十
二
月
、
災
害
後
三
年
を
経
て
、
災
害
当
時

に
書
い
た
作
文
や
、
そ
の
後
の
復
興
や
生
活
の
様
子
に
つ
い

て
の
体
験
談
な
ど
を
編
纂
。 

•  

災
害
の
記
録
に
つ
い
て
、
約
千
編
、
原
稿
用
紙
約
三
五
〇
〇

枚
の
作
文
中
か
ら
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

•  

昭
和
三
十
九
年
十
二
月 

ガ
リ
版
刷
り
に
て
『
濁
流
の
子
』

五
百
部
を
独
自
に
発
刊 

•  

平
成
三
年
六
月 

天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
が
五
千
部
を
復
刻 

•  

平
成
五
年
四
月 

天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
が
『
続
・
濁
流
の

子
』
を
発
刊 

•  

平
成
三
十
一
年
四
月 

碓
田
さ
ん
が
『
濁
流
の
子
・
補
遺
』

を
発
刊 

 

            

 
 



 
三 
三
六
災
害
の
発
生
と
被
災
地
受
験
生
の
支
援 

三
六
災
害
の
記
憶 

三
六
災
害
が
発
生
し
た
当
時
、
私
は
伊
那
北
高
校
の
二
年
生
で
あ
っ

た
。
住
ま
い
は
箕
輪
町
で
あ
り
、
大
雨
に
よ
る
被
害
も
直
接
は
受
け
て

お
ら
ず
、
そ
の
後
も
変
わ
ら
ず
登
校
す
る
毎
日
を
送
っ
て
い
た
。
各
地

で
大
き
な
被
害
が
出
て
い
る
と
い
う
情
報
は
新
聞
な
ど
で
報
道
さ
れ

て
お
り
、
下
伊
那
地
域
で
は
飯
田
線
も
不
通
に
な
り
、
実
際
、
伊
那
北

高
校
へ
通
学
で
き
な
い
生
徒
も
い
た
。
「
か
な
り
大
き
な
被
害
に
な
っ

て
い
る
ら
し
い
。
天
竜
川
の
増
水
も
す
ご
い
ら
し
い
よ
」
と
い
う
話
が

友
達
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
、
実
際
に
川
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
と
、
天

竜
川
ま
で
見
に
行
っ
た
記
憶
も
あ
る
。 

 

高
校
受
験
生
を
励
ま
す
活
動 

災
害
に
よ
る
大
き
な
被
害
を
知
る
に
つ
け
、
被
災
さ
れ
た
方
た
ち
を

応
援
す
る
こ
と
が
何
か
で
き
な
い
か
と
い
う
思
い
が
浮
か
ん
で
き
た
。

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
考
え
て
い
る
と
き
、
受
験
を
控
え
た
学
生
た
ち

の
中
に
は
、
家
も
流
れ
て
し
ま
い
、
勉
強
道
具
や
参
考
書
な
ど
も
流
れ

て
し
ま
っ
た
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
話
を
聞
き
、「
受
験
生
は
大
変
だ
。

自
分
た
ち
が
中
学
の
時
に
使
っ
た
参
考
書
で
も
集
め
て
送
っ
た
ら
ど

う
か
」
と
思
い
つ
い
た
。 

現
在
の
よ
う
な
、
募
金
活
動
や
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
概
念
は

社
会
の
中
に
認
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
被
災
者
の
元
に
直
接
出
向
く
と
い

う
こ
と
も
考
え
つ
か
な
か
っ
た
。
当
時
、
高
校
生
で
あ
っ
た
私
に
は
募

金
活
動
を
進
め
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
。
学
生
と
し
て
で
き
る
こ
と
は

何
か
と
考
え
、
「
心
」
「
友
情
」
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
ら
と
考
え
た
。

そ
し
て
、「
自
分
た
ち
が
高
校
受
験
で
使
っ
た
参
考
書
が
残
っ
て
い
る
。

一
、
二
年
前
の
も
の
な
の
で
、
そ
ん
な
に
間
が
あ
い
て
お
ら
ず
ま
だ
ま

だ
使
え
る
。
使
い
古
し
だ
け
ど
よ
か
っ
た
ら
使
っ
て
も
ら
お
う
」
と
思

い
た
っ
た
の
が
、
こ
の
活
動
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。 

ま
ず
始
め
に
「
中
学
時
代
三
年
生
十
一
月
号
」
（
旺
文
社
）
を
集
め

た
。
集
め
た
も
の
の
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
送
れ
ば
い
い
か
思
い
つ
か

ず
、
思
案
し
た
結
果
、
教
育
委
員
会
の
事
務
所
（
上
伊
那
教
育
会
）
に

お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
。
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
被
災
地
の
高
校
受

験
生
に
送
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。 

 

「
災
害
地
の
高
校
受
験
生
を
励
ま
す
運
動
」
と
名
づ
け
て
始
め
た
活

動
は
、
「
受
験
の
時
に
使
っ
た
参
考
書
で
、
使
用
し
な
い
も
の
が
あ
っ

た
ら
持
ち
寄
っ
て
受
験
生
に
送
ろ
う
」
、
ま
た
、
参
考
書
だ
け
で
は
な

く
、
や
は
り
激
励
し
た
い
と
も
考
え
、
「
彼
ら
を
心
か
ら
励
ま
す
手
紙

を
書
こ
う
」
と
い
う
内
容
で
、
同
じ
年
代
の
方
た
ち
、
あ
る
い
は
同
じ

高
校
受
験
を
目
指
し
て
い
る
方
た
ち
か
ら
一
緒
に
が
ん
ば
り
ま
し
ょ



う
と
い
う
激
励
文
も
集
め
る
こ
と
と
し
た
。
昭
和
三
十
七
年
二
月
十
日

ま
で
に
参
考
書
一
五
〇
冊
を
送
ろ
う
と
い
う
目
標
も
立
て
た
。 

最
初
は
中
学
の
同
級
生
、
あ
る
い
は
中
学
の
知
り
合
い
に
声
を
か
け

た
。
自
分
の
通
う
伊
那
北
高
校
の
友
達
に
も
声
を
掛
け
、
ま
た
そ
こ
か

ら
別
の
友
達
に
声
を
か
け
て
も
ら
い
広
げ
て
い
く
形
で
活
動
を
続
け

た
。
私
た
ち
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
反
響
は
思
い
の
ほ
か
大
き
く
、
日

ご
と
に
協
力
者
が
増
え
て
い
っ
た
。
特
に
伊
那
弥
生
ヶ
丘
の
高
校
生
は
、

ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
も
呼
び
か
け
る
な
ど
積
極
的
に
参
加
し
て
く
だ
さ

っ
た
。
学
校
帰
り
に
、
何
冊
か
の
参
考
書
を
持
っ
て
私
を
訪
ね
て
く
れ

た
時
は
、
た
だ
た
だ
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。 

何
人
か
に
声
を
か
け
る
と
そ
の
人
が
そ
の
友
達
に
声
を
か
け
、
ま
た

そ
こ
か
ら
声
を
か
け
る
形
で
活
動
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
い
い
こ
と
だ

か
ら
や
ろ
う
と
そ
ん
な
話
に
な
っ
た
と
思
う
。
通
信
手
段
の
発
達
し
た

現
在
と
比
べ
る
と
、
当
時
は
実
際
に
顔
を
合
わ
せ
て
話
を
す
る
の
で
、

あ
る
意
味
で
は
、
あ
ま
り
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
ど
う
い
う
こ
と
を

し
た
い
と
い
う
話
が
正
確
に
伝
わ
り
、
大
き
な
広
が
り
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

次
に
、
運
動
を
よ
り
広
げ
て
全
国
の
高
校
受
験
生
に
も
協
力
を
呼
び

か
け
よ
う
と
、
旺
文
社
、
学
習
研
究
社
、
小
学
館
に
依
頼
文
を
投
稿
し

た
。
小
学
館
か
ら
は
賛
同
の
電
話
ま
で
掛
か
っ
て
き
た
。 

 

                     

旺文社「中学三年生コース」昭和 37 年 1 月号掲載記事 



 

 
 

取り組みの趣意書 



     

  
 

毎日新聞 昭和 37 年 1 月 23 日(火) 掲載記事 



協
力
や
受
験
生
へ
の
激
励
の
手
紙
募
集
を
呼
び
か
け
る
文
章
が
「
中

学
三
年
コ
ー
ス
新
年
号
」
（
学
習
研
究
社
）
、
「
高
校
進
学
中
学
生
の
友

新
年
号
」（
小
学
館
）
、「
中
学
時
代
三
年
生
二
月
号
」（
旺
文
社
）
に
掲

載
さ
れ
た
結
果
、
全
国
か
ら
激
励
の
手
紙
が
寄
せ
ら
れ
た
。
被
災
し
た

受
験
生
宛
の
も
の
も
あ
っ
た
が
、
私
た
ち
の
活
動
宛
の
も
の
も
い
た
だ

い
た
。
受
験
生
宛
て
の
も
の
は
教
育
会
に
お
預
け
し
、
私
た
ち
の
活
動

宛
に
い
た
だ
い
た
も
の
は
大
切
に
全
部
保
管
し
て
あ
る
。 

一
人
で
始
め
た
活
動
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
活
動
が
公
に
な
っ
て
い

っ
た
。
昭
和
三
十
七
年
一

月
二
十
日
に
毎
日
新
聞
社
記
者
が
学
校
に

来
訪
、
二
十
二
日
に
は
伊
那
毎
日
新
聞
社
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。
両
紙

に
掲
載
さ
れ
、
N

H

K
ニ
ュ
ー
ス
や
ラ
ジ
オ
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

新
聞
や
ラ
ジ
オ
の
報
道
に
よ
り
、
活
動
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
も
知
れ
渡

り
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
議
題
に
も
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

た
と
え
一
部
の
人
に
し
ろ
、
真
剣
に
考
え
て
く
れ
た
こ
と
は
嬉
し
か

っ
た
し
、
多
く
の
協
力
者
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
は
、
本
当
に
喜

ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。 

最
終
的
に
は
、
全
国
の
ほ
と
ん
ど
の
都
道
府
県
か
ら
支
援
が
寄
せ
ら

れ
た
。
運
動
に
協
力
し
て
く
れ
た
人
は
、
全
国
の
中
学
生
、
高
校
生
な

ど
六
百
人
以
上
と
な
り
、
参
考
書
四
四
九
冊
、
進
学
雑
誌
二
十
四
冊
、

激
励
文
四
三
〇
通
、
義
援
金
二
六
〇
〇
円
、
ノ
ー
ト
五
十
二
冊
、
鉛
筆

十
二
ダ
ー
ス
、
し
お
り
十
三
枚
、
絵
ハ
ガ
キ
、
習
字
、
折
鶴
、
セ
ー
タ

ー
な
ど
、
（
女
優
香
山
美
子
さ
ん
の
サ
イ
ン
入
り
激
励
文
）
な
ど
が
集

ま
っ
た
。 

高
校
受
験
生
を
励
ま
す
運
動
が
一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、
協
力
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
に
活
動
の
経
緯
や
成
果
を
ま
と
め
て
報
告
す
る
こ

と
と
し
、
冊
子
「
若
い
力
」
を
製
作
し
た
。
ガ
リ
版
で
全
文
三
十
二
ペ

ー
ジ
ほ
ど
の
資
料
と
な
り
、
作
成
し
た
冊
子
は
、
運
動
に
協
力
し
て
い

た
だ
い
た
人
の
名
簿
を
掲
載
し
て
、
お
礼
と
し
て
送
付
し
た
。 

              



「
濁
流
の
中
の
高
校
受
験
生
」
の
製
作
を
企
画 

こ
の
活
動
を
通
し
て
、
災
害
に
よ
る
被
害
の
大
き
さ
を
実
感
す
る
半

面
、
多
く
の
協
力
者
た
ち
の
温
か
い
支
援
の
心
に
触
れ
た
私
は
、
災
害

の
苦
し
み
の
中
か
ら
見
事
進
学
の
夢
を
か
な
え
た
人
た
ち
の
体
験
記

を
ま
と
め
、
励
ま
し
を
寄
せ
て
く
れ
た
全
国
の
人
た
ち
に
喜
び
を
伝
え

よ
う
と
文
集
「
濁
流
の
中
の
高
校
受
験
生
」
の
出
版
を
思
い
立
っ
た
。 

高
校
合
格
を
果
た
し
た
被
災
者
の
方
に
体
験
記
を
書
い
て
い
た
だ

く
た
め
に
は
高
校
合
格
者
の
名
簿
が
必
要
に
な
っ
た
。
被
災
地
の
中
学

校
十
校
に
そ
の
趣
旨
を
説
明
し
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
個
人
情
報
な
ど

が
厳
し
く
言
わ
れ
て
い
な
い
時
代
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
名
簿
を
送
っ

て
く
だ
さ
っ
た
。
一
連
の
活
動
が
公
に
報
道
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
こ

の
活
動
の
趣
旨
が
伝
わ
っ
た
た
め
に
、
学
校
の
方
で
も
理
解
し
て
い
た

だ
き
名
簿
が
送
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
名
簿
を
元
に
一
六
〇

人
く
ら
い
に
作
文
を
依
頼
し
た
。 

作
文
を
書
い
て
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
五
十
人
く
ら
い
で
あ
っ

た
。
送
ら
れ
て
き
た
も
の
を
、
編
集
、
印
刷
し
、
協
力
し
て
い
た
だ
い

た
皆
さ
ん
に
お
礼
と
し
て
お
送
り
し
て
一
連
の
活
動
を
終
わ
り
に
す

る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
翌
年
度
は
私
自
身
が
受
験
生
と
な
り
、

作
業
は
進
ま
ず
中
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

  
 

体験記提供の依頼文 



被
災
生
徒
の
作
文 

高
校
三
年
の
終
わ
り
に
、
伊
那
北
高
校
生
徒
会
誌
「
薫
風
」
に
『
濁

流
の
中
の
高
校
受
験
生
―
伊
那
谷
高
校
受
験
生
の
記
録
―
』
と
題
し
て
、

文
章
を
寄
稿
し
た
。
企
画
段
階
で
中
断
し
集
め
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た

被
災
体
験
者
の
作
文
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
、
三
六
災
害
で
の
現
状
を

ま
と
め
た
文
章
で
あ
る
。
掲
載
し
た
作
文
を
紹
介
す
る
。 

 

「
薫
風
」
伊
那
北
高
校 

生
徒
会
誌
よ
り
（
昭
和
三
十
八
年
三
月
） 

■

学
校
も
そ
れ
か
ら
一
週
間
休
み
と
な
っ
た
。
受
験
を
控
え
て
い
る
私

た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
休
み
ほ
ど
つ
ら
か
っ
た
事
は
な
い
。
た
だ
気
ば

か
り
あ
せ
っ
た
。
そ
れ
で
も
友
達
に
励
ま
さ
れ
、
励
ま
し
合
っ
た
。
他

県
の
方
々
に
も
手
紙
で
励
ま
さ
れ
た
。
そ
れ
が
私
た
ち
に
と
っ
て
非
常

に
う
れ
し
く
も
あ
り
、
温
か
い
気
持
ち
が
身
に
し
み
て
わ
か
っ
た
。
と

同
時
に
し
っ
か
り
や
っ
て
い
か
な
く
て
は
、
こ
ん
な
事
で
負
け
る
も
の

か
と
い
う
強
い
気
持
ち
が
養
わ
れ
た
。（
豊
丘
中
学
校
卒
業
生
） 

 ■

な
ん
と
い
っ
て
も
中
学
生
活
最
後
の
年
に
、
あ
ん
な
水
害
を
受
け
た

こ
と
が
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
り
、
二
十
日
間
の
臨
時
休
校
で
勉
強
が

遅
れ
、
そ
れ
が
又
悲
し
か
っ
た
。
時
に
は
先
生
か
ら
お
説
教
を
さ
れ
て
、

下
を
向
く
人
も
い
た
。
自
分
で
も
時
々
受
験
を
ど
う
し
よ
う
か
と
む
っ

つ
り
し
て
し
ま
う
時
が
あ
っ
た
。
災
害
の
せ
い
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
し
、
勉
強
が
な
か
な
か
手
を
つ
け
に
く
く
て
困
っ
た
。
（
大
河
原
中

学
校
卒
業
生
） 

 ■

災
害
に
あ
っ
て
か
ら
の
毎
日
毎
日
が
悪
夢
の
よ
う
に
過
ぎ
去
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
頃
の
私
の
勉
強
態
度
は
他
人
よ
り
も
は
る
か
に
差
が
つ

い
て
し
ま
っ
た
。
教
科
書
も
ノ
ー
ト
も
み
ん
な
流
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

そ
う
思
う
と
悲
し
く
な
っ
て
く
る
。
（
豊
丘
中
学
校
卒
業
生
） 

 ■

あ
の
土
砂
崩
れ
で
田
も
畑
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
ど

う
や
っ
て
生
活
す
る
の
か
、
そ
れ
を
考
え
る
と
進
学
と
い
う
言
葉
が
恐

ろ
し
い
の
だ
。
父
母
は
「
一
生
懸
命
勉
強
し
ろ
。
高
校
の
学
費
く
ら
い

な
ん
と
か
す
る
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
時
の
気
持
ち
。
し
か
し
、

本
当
に
自
分
は
高
校
へ
な
ど
行
っ
て
良
い
の
か
と
不
安
で
あ
っ
た
。

（
大
河
原
中
学
校
卒
業
生
） 

 ■

勉
強
し
て
い
て
も
時
に
は
考
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
長
男
で
あ
る
お

れ
が
、
今
、
こ
の
場
合
高
校
へ
行
っ
て
も
家
で
そ
の
学
費
が
出
る
だ
ろ

う
か
。
父
に
し
て
も
母
に
し
て
も
も
う
歳
だ
。
下
に
は
中
学
に
な
る
弟

が
い
る
。
こ
ん
な
こ
と
も
考
え
て
み
た
。
父
も
母
も
、
「
ど
う
し
て
も

進
学
さ
せ
て
や
る
」
と
言
っ
て
く
れ
る
の
で
、
そ
ん
な
時
、
腹
の
底
か



ら
大
き
な
フ
ァ
イ
ト
が
わ
い
て
く
る
の
だ
っ
た
。
（
中
川
東
中
学
校
卒

業
生
） 

 ■

勉
強
が
な
ん
と
か
落
ち
着
い
て
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
月

頃
で
、
も
う
遅
い
頃
で
あ
っ
た
が
、
僕
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
水
害
に
あ

っ
た
人
達
は
い
く
ら
で
も
い
て
、
み
ん
な
受
験
勉
強
に
取
り
組
ん
で
い

る
の
だ
と
考
え
る
と
、
僕
も
負
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
（
中
沢
中
学
校
卒

業
生
） 

 ■

冬
休
み
は
校
長
先
生
が
県
へ
頼
ん
で
補
充
授
業
を
行
う
こ
と
を
許

し
て
も
ら
い
、
毎
日
二
時
間
ず
つ
や
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
時
間
数
と
十

日
間
遅
れ
た
時
間
数
と
比
べ
て
み
て
、
も
う
少
し
だ
な
ど
と
言
い
な
が

ら
、
水
害
前
よ
り
真
剣
だ
っ
た
。
先
生
方
も
冬
休
み
に
は
休
み
た
い
の

に
、
一
生
懸
命
や
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。（
川
路
中
学
校
卒
業
生
） 

 ■

志
望
校
を
合
格
で
き
た
こ
と
。
そ
れ
は
全
国
の
方
た
ち
の
励
ま
し
、

応
援
や
先
生
方
が
一
生
懸
命
尽
力
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
と
僕
た
ち

受
験
生
の
「
な
に
く
そ
」
と
い
う
頑
張
り
か
ら
だ
と
思
う
。
水
害
か
ら

得
た
貴
重
な
有
意
義
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
も
は
か

り
知
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
で
あ
ろ
う
困
難
に
打
ち
勝
っ
て
強
く
生
き
抜

こ
う
。（
川
路
中
学
校
卒
業
生
） 

 ■

災
害
で
な
く
な
っ
た
霊
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
あ
の
時
、

激
励
の
手
紙
や
慰
問
品
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
全
国
の
人
た
ち
に
も
、

恩
返
し
が
で
き
た
よ
う
な
、
広
い
お
お
ら
か
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。（
大

河
原
中
学
校
卒
業
生
） 

 ■

私
ば
か
り
で
は
な
い
。
ど
の
友
達
も
が
他
校
に
負
け
た
く
な
い
と
努

力
し
ま
し
た
。
水
害
の
た
め
に
進
学
で
き
な
か
っ
た
友
達
も
い
ま
す
。

「
で
も
立
派
な
社
会
人
に
な
り
ま
す
」
と
は
り
き
っ
て
就
職
し
ま
し
た
。

私
も
、
全
国
の
人
た
ち
に
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
社
会
の

た
め
に
、
少
し
で
も
良
い
こ
と
を
し
よ
う
と
心
掛
け
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
一
日
も
早
く
、
災
害
の
な
い
平
和
な
社
会
を
作
り
た
い
と
思
い
ま

す
。（
大
河
原
中
学
校
卒
業
生
） 

 ■

こ
の
水
害
は
私
た
ち
に
と
っ
て
忘
れ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
こ
と
で

あ
る
と
思
う
と
共
に
、
決
し
て
忘
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
事
で
あ

る
と
も
思
う
。
水
害
に
打
ち
勝
っ
て
勉
強
し
、
得
た
あ
の
高
校
合
格
の

勝
利
、
あ
の
喜
び
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ず
に
こ
れ
か
ら
も
な
お
一
層
頑

張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。（
中
川
東
中
学
校
卒
業
生
） 

 



四 

『
濁
流
の
子
』
の
製
作 

「
濁
流
の
中
の
高
校
受
験
生
」
を
再
考 

大
学
に
進
学
後
、
全
国
の
高
校
受
験
生
か
ら
い
た
だ
い
て
い
た
体
験

文
を
ま
と
め
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
。
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
被
災
地

の
復
興
、
続
く
被
災
者
の
苦
し
み
な
ど
の
状
況
を
知
る
と
、
何
か
し
な

く
て
は
と
の
思
い
が
高
ま
り
、
企
画
の
再
ス
タ
ー
ト
を
切
ろ
う
と
考
え

た
。 や

が
て
は
、
被
災
地
の
人
々
も
、
た
く
ま
し
く
立
ち
あ
が
る
日
が
来

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
大
被
害
を
受
け
た
苦
し
み
を
忘
れ

去
ら
な
い
ま
で
も
、
記
憶
の
隅
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
日
が
来

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
」

と
も
い
わ
れ
る
。
伊
那
谷
が
受
け
た
こ
の
痛
手
を
、
い
つ
ま
で
も
忘
れ

な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
こ
の
災
害
か
ら
、
み
ん
な
が
ど
の
よ
う
に
し
て

立
ち
上
が
っ
た
か
を
、
い
つ
ま
で
も
残
る
記
憶
と
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
こ
の
文
集
編
集
へ
の
思
い
を
駆
り
立
て
て

い
っ
た
。 

当
初
は
高
校
受
験
生
の
体
験
記
を
ま
と
め
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
被
災
し
た
子
供
た
ち
の
声
を
広
く
集
め
て
ま
と
め

た
い
と
企
画
内
容
を
変
更
し
た
。 

ま
ず
は
、
災
害
の
体
験
記
と
い
う
形
で
各
学
校
が
出
し
て
い
た
文
集

を
お
借
り
し
て
そ
の
中
か
ら
選
ん
で
ま
と
め
よ
う
と
思
い
、
す
ぐ
に
得

意
の
ガ
リ
版
を
切
っ
て
被
災
地
の
学
校
へ
「
被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
の

作
文
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
依
頼
を
し
た
。
た
だ
、
な
か
な
か
思
う

よ
う
に
協
力
は
得
ら
れ
ず
一
年
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
。 

そ
の
よ
う
な
経
過
も
あ
り
、
本
格
的
に
『
濁
流
の
子
』
と
し
て
製
作

を
始
め
た
時
に
は
災
害
発
生
か
ら
三
年
程
が
経
ち
、
そ
の
間
に
災
害
復

旧
作
業
も
進
ん
で
き
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
災
害
を
体
験
さ
れ
た
方
々

が
、
い
ろ
い
ろ
な
方
と
接
し
お
世
話
に
な
り
励
ま
さ
れ
て
き
た
か
、
感

謝
し
て
い
る
か
、
こ
れ
か
ら
ど
う
が
ん
ば
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

る
か
と
い
う
前
向
き
な
内
容
も
含
め
、
伊
那
谷
の
災
害
を
伝
え
る
文
集

と
し
て
と
り
ま
と
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
最
初
は
単
純
に
被
災
し
た
学
生
た
ち
の
体
験
文
集
を

と
り
ま
と
め
て
、
協
力
者
へ
お
礼
と
し
て
送
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
も

の
が
、
三
六
災
害
全
体
に
関
す
る
文
集
と
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
大
き

な
企
画
と
な
っ
て
い
っ
た
。
正
直
言
っ
て
当
初
か
ら
綿
密
な
計
画
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
と
め
る
こ
と
が
嫌
に
な
っ
た
り
、
休
ん
だ
り

も
し
な
が
ら
、
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
、
最
終
的
な
文
集
の
構
成
が
形

作
ら
れ
て
い
っ
た
。 



製
作
へ
の
思
い
を
強
く
し
た
ラ
ジ
オ
放
送 

本
格
的
に
製
作
に
取
り
組
み
始
め
た
当
初
、
反
応
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
取
り
組
み
の
難
し
さ
を
感
じ
始
め
た
頃
、
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
に
て

「
そ
の
後
の
伊
那
谷
を
ゆ
く
」
（
特
番
一
週
間(

放
送
五
日
間)

放
送
）

と
い
う
被
災
地
の
現
在
を
紹
介
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
が
あ
っ
た
。 

そ
の
ラ
ジ
オ
放
送
に
て
被
災
地
の
復
興
が
な
か
な
か
進
ん
で
い
な

い
と
い
う
話
を
聞
き
、
災
害
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
何
ら

か
の
形
で
自
分
も
が
ん
ば
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
高

ま
り
、
文
集
製
作
へ
の
決
意
を
新
た
に
し
た
。 

放
送
内
容
に
と
て
も
興
味
を
持
っ
た
私
は
、
番
組
の
取
材
者
の
川
内

通
康
氏
を
訪
ね
、
実
際
の
被
災
地
の
様
子
や
復
興
の
状
況
を
聞
く
こ
と

が
で
き
た
。
自
分
で
は
被
災
地
を
巡
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
現
地
の
様
子
を
詳
し
く
聞
き
、
災
害
の
様
子
や
そ
の
体
験
な

ど
に
つ
い
て
伝
え
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
再
認
識
し
た
。 

      

 

ラ
ジ
オ
放
送
の
内
容 

☆
放
送
日
時 

昭
和
三
十
八
年
六
月
七
日
（
月
）
～ 

七
回
放
送 

☆
放
送
内
容
・
主
旨 

昭
和
三
十
六
年
六
月
、
中
部
日
本
一
帯
に
降
り
注
い
だ
集
中
豪
雨
は
、

緑
の
伊
那
谷
を
駆
け
巡
る
天
竜
水
系
の
水
か
さ
を
増
し
、
「
あ
ば
れ
天

竜
」
の
異
名
そ
の
ま
ま
に
あ
ふ
れ
出
た
鉄
砲
水
が
山
を
削
り
、
田
を
浸

し
、
人
家
を
押
し
流
し
た
。 

あ
れ
か
ら
早
く
も
二
年
。
台
風
二
号
は
幸
い
本
土
に
上
陸
す
る
こ
と

な
く
過
ぎ
去
っ
た
と
は
言
う
も
の
の
、
こ
の
と
こ
ろ
連
日
降
り
続
く
雨

を
見
つ
め
る
伊
那
谷
の
農
民
の
表
情
は
暗
い
。
中
で
も
一
昨
年
の
災
害

で
五
十
五
人
に
上
る
死
者
を
出
し
全
村
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
大

鹿
村
で
は
、
こ
の
長
雨
で
ま
た
も
地
す
べ
り
の
発
生
が
続
出
し
て
い
る
。

昭
和
三
十
六
年
の
災
害
激
甚
地
下
伊
那
郡
大
鹿
村
を
中
心
に
駒
ケ
根

市
、
飯
田
市
、
生
田
部
落
、
喬
木
部
落
、
松
尾
部
落
な
ど
を
訪
ね
、
巨

額
の
費
用
を
投
入
し
今
な
お
続
け
ら
れ
て
い
る
復
旧
工
事
の
効
果
、
被

害
地
で
の
教
育
、
農
業
再
編
成
の
行
方
、
治
山
、
治
水
工
事
の
あ
り
方
、

集
団
移
住
者
の
生
活
、
そ
し
て
災
害
孤
児
の
そ
の
後
を
探
り
な
が
ら

「
災
害
国
ニ
ッ
ポ
ン
」
の
宿
命
を
分
析
す
る
。 



『
濁
流
の
子
』
の
製
作
開
始 

作
文
の
収
集 

『
濁
流
の
子
』
の
製
作
に
あ
た
り
、
本
格
的
に
作
文
の
収
集
を
開
始

し
た
の
は
昭
和
三
十
八
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
当
時
、
私
は
東
京

の
大
学
に
通
っ
て
お
り
、
長
野
を
離
れ
て
い
た
た
め
、
被
災
地
の
学
校

へ
の
依
頼
な
ど
の
連
絡
は
、
ほ
と
ん
ど
が
郵
便
を
用
い
て
い
た
。
当
時

の
封
書
用
切
手
代
金
は
十
円
で
あ
っ
た
。
依
頼
文
な
ど
は
、
す
べ
て
手

書
き
で
何
十
通
も
書
い
た
。 

た
く
さ
ん
の
手
紙
を
書
き
、
作
文
の
提
供
依
頼
を
行
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
作
文
は
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
直
接

現
地
に
出
向
い
て
お
願
い
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
現
地
に
は

電
車
で

行
き
、
あ
と
は
バ
ス
か
歩
き
で
移
動
し
た
。
復
旧
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

ま
で
し
か
バ
ス
が
通
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
奥
の
地
域
に
つ
い
て
は

移
動
が
困
難
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
被
害
の
大
き
か
っ
た
地
域
に
は
出

向
け
て
お
ら
ず
、
災
害
の
爪
痕
を
あ
ま
り
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
ま
た
、
復
興
が
ど
の
程
度
進
ん
で
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
か
っ

た
。 

 

昭
和
三
十
八
年
五

月
一
日 

被
災
地
の
小
中
学
校
九
十
校
に
原
稿
依
頼 

夏
休
み 

原
稿
の
依
頼
状
を
作
り
五
十
校
に
送
付 

昭
和
三
十
八
年
九

月
二
十
五
日 

被
災
地
の
市
町
村
役
場
、
教
育
委
員
会
を
訪
問
し
依
頼 

 

大
災
害
を
経
験
し
た
児
童
生
徒
の
精
一
杯
の
叫
び
を
、
そ
し
て
災
害

の
不
遇
に
も
め
げ
ず
強
く
生
き
る
子
ら
の
姿
を
一
人
で
も
多
く
の
人

に
伝
え
よ
う
と
始
め
た
こ
と
だ
が
、
当
初
は
市
町
村
や
学
校
に
お
願
い

し
て
も
な
か
な
か
相
手
に
し
て
も
ら
え
ず
、
昭
和

三
十
八

年
夏
頃
に

は
ま
だ
反
応
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
製
作
を
断
念
し
よ
う
か
と
も
思
っ

た
時
期
で
あ
る
。 

そ
の
後
、
半
年
間
に
わ
た
っ
て
、
粘
り
強
く
数
度
の
依
頼
や
訪
問
を

行
っ
た
結
果
、
熱
意
が
通
じ
た
の
か
、
昭
和

三
十
八

年
秋
以
降
に
な

っ
て
、
徐
々
に
作
文
が
集
ま
り
始
め
た
。 

 

集
ま
っ
た
作
文 

昭
和

三
十
九

年
一
月
ま
で
に
、
約
千
点
の
作
文
が
集
ま
っ
た
。
そ

の
多
く
が
学
校
か
ら
お
借
り
で
き
た
災
害
記
録
文
集
で
あ
り
、
書
き
写

し
て
返
却
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
役
所
や
学
校
を
通
じ
て
作
文
の
提
供



を
依
頼
し
て
お
借
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
今
か
ら
す
る
と
、
当
時

は
、
ま
だ
個
人
情
報
な
ど
は
厳
し
く
な
か
っ
た
た
め
、
借
用
が
可
能
だ

っ
た
よ
う
に
思
う
。
で
き
る
だ
け
早
く
返
却
す
る
た
め
、
ま
ず
は
と
に

か
く
書
き
写
す
作
業
が
続
い
た
。
当
時
は
コ
ピ
ー
機
が
な
か
っ
た
た
め
、

約
千
点
の
作
文
に
つ
い
て
、
鉛
筆
で
原
稿
用
紙
に
書
き
写
す
と
い
う
作

業
を
行
っ
た
。 

作
文
の
他
に
は
、
伊
那
谷
十
六

市
町
村
す
べ
て
か
ら
災
害
報
告
書

や
被
害
等
を
ま
と
め
た
資
料
、
被
災
者
名
簿
な
ど
が
届
い
た
。 

家
が
流
さ
れ
た
被
災
時
の
作
文
だ
け
で
な
く
、
別
の
地
に
移
っ
て
そ

こ
で
が
ん
ば
っ
て
い
る
と
い
う
作
文
を
集
め
る
た
め
、
移
住
者
名
簿
の

提
供
も
市
町
村
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
名
簿
も
届
い
た
。 

ま
た
、
災
害
後
の
復
興
の
様
子
な
ど
を
書
い
て
い
た
だ
く
た
め
に
市

町
村
に
こ
う
い
う
方
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
た
り
、
先
生
に

紹
介
い
た
だ
い
た
り
し
な
が
ら
作
文
の
依
頼
を
続
け
た
。 

集
ま
っ
た
文
集
な
ど
は
、
そ
の
段
階
で
は
ど
の
作
文
を
載
せ
る
か
、

構
成
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
な
ど
は
判
断
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
と
り

あ
え
ず
、
す
べ
て
の
作
文
を
書
き
写
し
た
。
書
き
写
し
は
大
変
な
作
業

で
あ
り
、
東
京
の
友
達
に
も
お
願
い
し
た
が
、
ス
タ
ー
ト
当
時
か
ら
共

感
し
、
協
力
し
て
く
れ
て
い
た
伊
那
谷
の
中
学
高
校
時
代
の
仲
間
が
中

心
に
な
っ
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
書
き
写
し
た
原
稿
は
、
な
ん
と
原
稿

用
紙
三
五
〇
〇
枚
ほ
ど
に
も
な
っ
た
。 

 

編
集
・
製
本
作
業 

構
成
内
容
の
検
討
、
編
集 

本
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
集
ま
っ
た
作
文
に
目
を
通
し
つ
つ
、

受
験
生
に
限
ら
ず
、
被
災
さ
れ
た
方
の
体
験
、
支
援
に
対
す
る
感
謝
、

こ
れ
か
ら
の
目
標
や
夢
な
ど
を
組
み
込
ん
だ
、
災
害
に
よ
る
被
災
か
ら

そ
の
後
の
復
興
に
か
け
て
の
記
録
と
し
て
作
成
し
た
い
と
思
っ
た
。
復

興
の
経
過
な
ど
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
依
頼
し
提
供
い
た
だ
い
た
原
稿

も
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
方
針
の
も
と
、
文
集
の
組
み
立
て
・
ス
ト
ー
リ
ー
を
考

え
つ
つ
作
文
の
編
纂
を
行
っ
た
。
作
文
を
選
ぶ
際
は
、
災
害
に
つ
い
て
、

具
体
的
か
つ
広
範
囲
な
内
容
が
伝
わ
る
よ
う
に
注
意
し
て
選
択
し
た
。 

 

原
紙
切
り 

多
数
の
作
文
に
目
を
通
し
つ
つ
、
そ
の
構
成
の
検
討
を
続
け
、
昭
和

三
十
九

年

六

月
十
日
ご
ろ
に
な
っ
て
、
原
稿
の
選
択
や
編
集
が
終
了

し
た
。 

そ
の
後
、
考
え
た
構
成
を
も
と
に
、
謄
写
版
（
ガ
リ
版
）
に
て
印
刷



を
行
う
た
め
の
原
紙
の
作
成
に
入
っ
た
。 

原
紙
切
り
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
作
業
は
、
「
ロ
ウ
紙
」
と
呼
ば
れ
る

原
紙
を
、
金
属
製
の
ヤ
ス
リ
板
の
上
に
載
せ
、
先
の
尖
っ
た
棒
を
木
の

軸
に
固
定
し
た
鉄
筆
で
強
く
押
し
付
け
て
書
い
て
い
く
作
業
で
あ
る
。

鉄
筆
で
ヤ
ス
リ
板
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
原
紙
の
ワ
ッ
ク
ス
が
、
ヤ
ス
リ

目
の
形
に
削
ら
れ
て
イ
ン
ク
が
透
過
す
る
微
細
な
穴
が
で
き
て
い
く
。

謄
写
版
に
よ
る
印
刷
で
は
、
こ
の
原
紙
を
謄
写
器
に
固
定
し
て
紙
を
置

き
、
イ
ン
ク
を
ロ
ー
ラ
ー
に
て
圧
着
さ
せ
る
こ
と
で
、
原
紙
の
微
細
な

穴
を
通
っ
た
イ
ン
ク
が
紙
に
転
写
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。 

ガ
リ
版
自
体
は
小
学
生
の
頃
か
ら
書
い
て
い
て
、
ク
ラ
ス
の
文
集
を

作
る
な
ど
、
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
。
ガ
リ
版
の
機
械
は
、
中
学
生
の
頃

に
親
か
ら
も
ら
っ
た
お
小
遣
い
で
買
っ
た
自
分
専
用
の
も
の
を
持
っ

て
い
た
。
そ
の
当
時
、
興
味
の
あ
っ
た
考
古
学
の
仲
間
で
研
究
の
発
表

や
新
聞
発
行
を
行
っ
て
い
た
。 

今
の
時
代
な
ら
、
原
稿
を
後
か
ら
い
く
ら
で
も
直
せ
る
が
、
こ
の
頃

は
間
違
え
た
ら
直
せ
な
い
。
修
正
液
も
あ
る
が
う
ま
く
直
せ
な
い
。
ガ

リ
版
刷
り
は
趣
味
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
う
。 

六
月
に
、
完
成
の
ペ
ー
ジ
繰
り
を
逆
算
し
な
が
ら
、
八
十
枚
の
原
紙

を

二

週
間
で
書
き
上
げ
た
。
こ
の
期
間
、
一
日
の
生
活
が
こ
の
仕
事

を
中
心
に
動
い
て
い
る
様
に
思
わ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
仕
事
が
進
む

に
つ
れ
て
腕
や
指
の
痛
み
を
覚
え
た
が
、
休
ま
ず
作
業
を
続
け
た
。
学

校
に
も
最
低
限
通
っ
て
い
た
状
態
で
、
生
活
の
中
心
が
製
作
活
動
と
な

っ
て
い
た
。 

こ
の
こ
ろ
住
ん
で
い
た
下
宿
は
三
畳
一
間
、
台
所
と
ト
イ
レ
は
共
同

で
、
お
風
呂
は
近
く
の
銭
湯
に
通
っ
て
い
た
。
昭
和
三
十
年
代
後
半
に

は
、
そ
ん
な
学
生
が
多
か
っ
た
。
下
宿
の
人
と
の
付
き
合
い
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
。 

製
作
作
業
は
、
こ
の
下
宿
で
行
っ
て
い
た
が
、
三
畳
の
部
屋
で
紙
を

い
っ
ぱ
い
広
げ
て
の
作
業
は
大
変
だ
っ
た
。 

 

印
刷
・
製
作
・
作
業 

七
月
に
な
っ
て
印
刷
を
始
め
た
。
深
夜
、
印
刷
の
音
を
出
し
て
隣
室

に
迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
な
い
と
思
い
、
作
業
は
朝
と
夕
に
集
中
し
て

行
っ
た
。
夏
場
の
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
暑
さ
で
原
紙
の
ロ
ウ

は
溶
け
、
む
っ
と
し
た
室
内
で
連
日
作
業
を
続
け
た
と
こ
ろ
、
つ
い
に

夏
ば
て
で
ダ
ウ
ン
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
夏
休
み
は
帰
省
し
て

養
生
を
取
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

東
京
に
戻
り
、
十
月
八
日
よ
り
印
刷
作
業
を
再
開
し
た
。 

二
百
ペ
ー
ジ
の
作
文
を
Ｂ
４
用
紙
に
Ｂ
５
版
二
ペ
ー
ジ
分
を
刷
り
、

両
面
印
刷
し
て
四
ペ
ー
ジ
分
で
一
枚
の
用
紙
が
出
来
上
が
る
。
そ
れ
を

二
つ
折
り
に
し
五
十
枚
分
を
組
ん
で
、
一
連
の
作
業
と
な
る
。
裏
表
の



ペ
ー
ジ
組
に
注
意
し
な
が
ら
印
刷
を
続
け
た
。 

印
刷
作
業
で
は
、
印
刷
用
紙
を
買
っ
て
運
ぶ
だ
け
で
も
一
苦
労
で
あ

っ
た
。
一
束
千
枚
の
紙
の
束
だ
け
で
も
重
い
の
で
、
一
束
ず
つ
し
か
持

っ
て
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、
何
度
も
店
に
通
う
こ
と
と
な
っ
た
。 

印
刷
作
業
で
は
、
イ
ン
ク
が
濃
す
ぎ
る
と
裏
映
り
し
て
し
ま
っ
た
り
、

原
紙
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
た
め
、
手
加
減
が
大
事
と
な
り
、
作

成
し
た
原
紙
か
ら
は
、
五
百
枚
の
印
刷
が
限
界
で
あ
っ
た
。 

十
一
月
に
は
本
編
の
印
刷
が
終
了
し
た
。
最
終
的
に
五
〇
五
部
を
印

刷
し
て
、
そ
の
う
ち
五
部
を
紐
綴
じ
に
て
仮
製
本
し
た
。 

仮
製
本
し
た
文
集
を
長
野
県
知
事
、
上
伊
那
、
下
伊
那
の
地
方
事
務

所
と
旺
文
社
に
送
付
し
、
序
文
を
書
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
依
頼
を

行
っ
た
。
序
文
の
依
頼
を
行
っ
た
こ
と
で
、
新
聞
で
も
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。 

今
か
ら
思
え
ば
、
国
の
事
務
所
と
し
て
、
河
川
を
管
理
、
整
備
し
て

い
る
天
竜
川
上
流
工
事
事
務
所
に
も
依
頼
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
が
、
当

時
は
そ
の
よ
う
な
組
織
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。 

依
頼
し
た
序
文
が
届
い
て
か
ら
、
目
次
と
序
文
の
印
刷
を
行
い
、
す

べ
て
が
整
う
こ
と
と
な
っ
た
。 

   

            

 
 

「高 2 時代」 
昭和 40 年 2 月 1 日発行 
旺文社 

ガリ版刷りに使う機材 



信濃毎日新聞 昭和 39 年 11 月 27 日（金） 掲載記事 



十
二
月
に
入
っ
て
文
集
製
本
の
準
備
を
始
め
た
。
三
畳
の
部
屋
で
は

手
狭
で
あ
っ
た
た
め
、
事
情
を
説
明
し
て
、
下
宿
の
大
家
さ
ん
に
協
力

を
依
頼
し
た
。 

大
家
さ
ん
か
ら
特
別
に
一
部
屋
借
り
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
印
刷

し
た
原
稿
を
広
げ
て
作
業
し
た
。
作
業
に
共
感
し
て
く
れ
た
大
家
さ
ん

か
ら
下
宿
の
大
学
生
に
も
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
印
刷
さ
れ
た
Ｂ
４

サ
イ
ズ
の
紙
を
二
つ
折
り
に
し
、
ペ
ー
ジ
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
順
に

整
え
る
作
業
を
皆
の
協
力
の
も
と
行
っ
た
。
合
計
二
万
八
千
枚
分
を
折

り
な
が
ら
丁
合
い
す
る
作
業
を
三
日
間
で
行
う
こ
と
が
で
き
た
。 

製
本
作
業
を
自
分
で
行
う
こ
と
は
難
し
か
っ
た
た
め
、
製
本
屋
に
お

願
い
す
る
こ
と
に
し
た
。
製
本
屋
は
電
話
帳
で
調
べ
て
、
問
い
合
わ
せ

を
し
た
。
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
中
野
の
製
本
屋
は
個
人
の
町
工

場
で
下
宿
先
か
ら
は
遠
か
っ
た
が
、
趣
旨
に
賛
同
し
て
く
れ
た
ご
主
人

が
、
わ
ざ
わ
ざ
原
稿
を
取
り
に
来
て
く
れ
、
注
文
し
て
か
ら
一
日
で
製

本
し
て
納
品
し
て
く
れ
た
。
製
本
代
は
片
道
運
賃
を
含
ん
で
九
千
円

（
領
収
書
あ
り
）で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
中
華
そ
ば
一
杯
が
五
十
九
円
、

大
卒
公
務
員
の
初
任
給
が
一
万
九
千
円
程
度
の
時
代
で
あ
り
、
大
き
な

出
費
で
あ
っ
た
。
製
本
代
を
含
め
た
製
作
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
作
文

を
送
っ
て
く
れ
た
高
校
生
の
中
で
、
資
金
の
一
部
に
と
お
金
を
同
封
し

て
く
れ
た
人
も
い
た
ほ
か
、
一
部
賛
同
し
て
く
だ
さ
る
方
か
ら
の
寄
付

も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
、
残
り
の
お
金
は
自

分
で
準
備
し
た
。
た
だ
、
製
作
に
時
間
を
割
い
て
い
た
の
で
、
資
金
を

貯
め
る
た
め
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
時
間
も
な
か
な
か
取
れ
ず
、
小
遣

い
や
食
事
な
ど
を
削
っ
て
資
金
に
あ
て
た
。 

発
行
日
は
、
私
の
二
十
歳
の
誕
生
日(

十
二
月
二
十
三
日)

と
な
っ
た
。 

       

 

      

製本作業の領収書 



『
濁
流
の
子
』
の
完
成 

完
成
し
た
時
の
気
持
ち 

三
六
災
害
か
ら
三
年
半
の
月
日
が
経
ち
、
文
集
作
成
を
思
い
立
っ
て

か
ら
も
ず
い
ぶ
ん
時
間
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
が
や
っ
と
完
成

し
た
喜
び
は
ひ
と
し
お
で
あ
っ
た
。
や
っ
た
！ 

や
っ
と
完
成
し
た
！ 

と
い
う
達
成
感
と
開
放
感
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。 

作
文
を
集
め
よ
う
に
も
反
応
が
な
か
っ
た
時
は
、
本
当
に
止
め
て
し

ま
お
う
か
と
思
っ
た
が
、
既
に
集
ま
っ
た
作
文
も
あ
っ
た
の
で
、
途
中

で
止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
引
く
に
引
け
な
い
気
持
ち
で
あ
っ
た
。

大
勢
の
方
の
協
力
、
市
町
村
も
巻
き
込
ん
で
動
い
て
い
た
の
で
自
分
の

事
情
に
よ
っ
て
中
止
す
る
な
ど
で
き
な
か
っ
た
。
作
文
の
提
供
者
や
協

力
者
に
で
き
る
だ
け
早
く
見
せ
ら
れ
る
よ
う
、
出
来
る
限
り
早
く
完
成

さ
せ
た
い
と
い
う
想
い
だ
っ
た
。 

印
刷
用
の
字
体
は
正
式
に
は
習
っ
て
お
ら
ず
、
自
己
流
で
書
い
た
た

め
、
今
見
る
と
恥
ず
か
し
い
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
当
時
は
そ
ん
な
こ
と

を
気
に
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
、
こ
の
『
濁
流
の
子
』
が

こ
れ
ほ
ど
三
六
災
害
を
振
り
返
る
節
目
ご
と
に
注
目
さ
れ
、
災
害
伝
承

の
上
で
活
用
さ
れ
る
文
集
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

 

信濃毎日新聞 
昭和 39 年 12 月 22 日（火）掲載記事 



関
係
者
へ
の
報
告
、
文
集
の
配
布 

製
本
さ
れ
た
文
集
は
、
配
布
前
に
学
校
へ
の
届
け
出
を
行
っ
た
。
当

時
は
、
学
生
運
動
の
真
っ
た
だ
中
で
、
ビ
ラ
を
は
じ
め
配
布
物
に
つ
い

て
は
、
事
前
に
学
校
へ
の
届
け
出
が
必
要
な
時
代
で
あ
っ
た
。
学
校
の

学
生
課
に
一
冊
持
っ
て
行
き
、
届
け
を
出
す
と
、
『
濁
流
の
子
』
に
つ

い
て
の
情
報
は
既
に
伝
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
、
担
当
者
に
「
話
に
は
聞

い
て
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
届
け
出
が
な
い
と
困
る
と
思
っ
て
い
た
。

届
が
出
て
安
心
し
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
た
。
学
校
で
も
話
題
に
な
っ
て

い
た
の
か
と
驚
い
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。 

市
町
村
、
教
育
委
員
会
、
学
校
、
協
力
者
等
に
四
五
〇
部
を
配
布
し

た
。
残
り
は
五
十
部
で
あ
っ
た
が
、
新
聞
掲
載
の
折
に
希
望
者
を
募
っ

た
と
こ
ろ
、
三
百
通
余
の
郵
便
が
届
い
た
。
こ
の
た
め
、
抽
選
で
三
十

人
の
方
に
の
み
配
布
し
た
。
抽
選
に
外
れ
た
方
に
も
お
詫
び
の
返
信
を

し
た
が
、
そ
の
作
業
も
大
変
だ
っ
た
。 

残
り
は
二
十
部
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
活
動
で
配
布
す
る
こ
と
が

あ
り
、
現
在
手
元
に
残
っ
て
い
る
の
は
数
部
の
み
で
あ
る
。 

  

反
響 

文
集
の
序
文
を
下
伊
那
地
方
事
務
所
長
に
依
頼
し
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
信
濃
毎
日
新
聞
の
記
事
と
な
っ
た
後
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
で
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
文
集
が
完
成
し
た
時
に
は
、
新
聞
九

社
（
読
売
新
聞
、
朝
日
新
聞
、
毎
日
新
聞
、
産
経
新
聞
、
信
濃
毎
日
新

聞
他
）、
雑
誌
一
社
に
掲
載
さ
れ
、
大
き
な
反
響
が
あ
っ
た
。 

活
動
の
初
期
に
、
参
考
書
や
激
励
文
の
募
集
記
事
を
掲
載
し
て
い
た

だ
い
た
旺
文
社
で
は
、
「
高
二
時
代
」
と
い
う
雑
誌
に
物
語
風
に
仕
立

て
た
記
事
で
紹
介
さ
れ
た
。 

「
母
と
弟
が
死
に
、
投
げ
や
り
に
な
っ
て
い
た
が
、
あ
れ
を
読
ん
で

勇
気
が
湧
い
て
き
ま
し
た
」
と
い
う
高
校
生
か
ら
の
手
紙
も
届
い
た
。

色
ん
な
形
で
礼
状
が
届
き
、
新
聞
を
読
ん
だ
感
想
や
反
響
は
、
こ
の
取

り
組
み
の
大
き
な
足
跡
で
も
あ
る
の
で
今
で
も
大
事
に
保
存
し
て
あ

る
。 

   



         
 

サンケイ新聞 昭和 39 年 11 月 29 日(日) 掲載記事 



 
五
『
濁
流
の
子
』
製
作
の
そ
の
後 

復
刻
版
の
製
作 

平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
当
時
の
天
竜
川
上
流
工
事
事
務
所
を
中

心
に
、
伊
那
谷
三
六
災
害
三
十
年
行
事
実
行
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
記

念
式
典
が
計
画
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
災
害
の
記
録
を
伝
え
る
も
の
と
し

て
『
濁
流
の
子
』
が
委
員
会
の
目
に
留
ま
り
、
文
集
の
中
か
ら
抜
粋
し

て
資
料
を
作
っ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
話
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
事
務
所
か

ら
連
絡
を
い
た
だ
き
、
「
資
料
と
し
て
役
立
て
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、

喜
ん
で
提
供
し
ま
す
よ
」
と
返
事
を
し
た
の
が
復
刻
版
作
成
の
発
端
で

あ
っ
た
。 

不
思
議
な
縁
で
あ
る
が
、
『
濁
流
の
子
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
文
を
書

い
た
本
人
が
、
ち
ょ
う
ど
事
務
所
の
砂
防
調
査
課
に
在
籍
さ
れ
て
お
り
、

話
が
出
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
の
所
長
が
手
書
き
の
『
濁
流
の
子
』

を
見
て
、
「
こ
ん
な
い
い
記
録
は
な
く
、
後
世
に
残
す
べ
き
資
料
だ
。

限
定
印
刷
さ
れ
た
も
の
し
か
な
い
の
で
、
も
う
一
度
文
字
起
こ
し
を
し

て
活
字
に
す
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
そ
の
ま
ま
を
残
し
た
い
」
と
、

相
当
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
支
持
し
て
く
だ
さ
り
復
刻
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
手
作
業
で
製
作
し
た
『
濁
流
の
子
』
で
あ
っ

た
が
、
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
い
う
時
代
の
流
れ
も
受
け
、
当
時
そ
の

ま
ま
の
味
を
大
切
に
復
刻
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で

あ
る
。 

当
時
は
若
さ
に
任
せ
て
突
っ
走
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
三
十
年
前

の
文
集
が
直
筆
の
そ
の
ま
ま
の
姿
で
復
刻
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
正
直

な
と
こ
ろ
気
恥
ず
か
し
い
思
い
も
あ
っ
た
が
、
当
時
の
記
憶
が
薄
れ
て

い
く
中
で
、
子
ど
も
た
ち
が
素
直
な
気
持
ち
で
書
い
た
災
害
の
恐
ろ
し

さ
を
書
い
た
作
文
を
改
め
て
読
み
返
す
こ
と
で
、
当
時
の
悲
惨
さ
を
思

い
起
こ
し
、
災
害
を
知
ら
な
い
人
た
ち
に
も
災
害
の
恐
ろ
し
さ
を
知
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ

が
治
水
・
砂
防
事
業
の
必
要
性
の
理
解
と
防
災
知
識
の
普
及
啓
発
に
つ

な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
『
濁
流
の
子
』
を
製
作
し
た
意
味
が
あ

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

復
刻
に
あ
た
っ
て
、
ま
た
も
新
聞
、
テ
レ
ビ
で
大
き
く
報
道
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
大
き
な
反
響
を
い
た
だ
い
た
。
一
般
に
も
無
料
配
布
さ
れ

た
た
め
、
当
初
三
千
部
の
発
行
だ
っ
た
が
、
急
遽
二
千
部
を
追
加
し
た

と
聞
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
災
害
か
ら
三
十
年
に
し
て
、
再
び
ス
ポ
ッ

ト
が
当
て
ら
れ
、
多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

 



復
刻
版
完
成
の
翌
年
（
平
成
四
年
）
、
建
設
省
な
ど
が
主
催
す
る
「
土

砂
災
害
防
止
月
間
推
進
の
集
い
」
全
国
大
会
に
お
い
て
、
土
砂
災
害
防

止
の
啓
蒙
に
貢
献
し
た
と
し
て
建
設
大
臣
賞
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な

っ
た
。

伊
那
谷
に
二
度
と
災
害
を
起
し
て
は
な
ら
な
い
、
忘
れ
て
は
い
け
な

い
と
、
三
十
年
式
典
で
文
集
を
復
刻
し
て
い
た
だ
き
、
災
害
後
三
十
年

を
経
て
文
集
が
活
用
さ
れ
、
そ
の
上
立
派
な
賞
を
い
た
だ
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
私
一
人
の
賞
で
な
く
、
伊
那
谷
の
被
災
者
に

対
す
る
賞
だ
と
考
え
て
い
る
。
『
濁
流
の
子
』
が
多
く
の
方
の
防
災
意

識
に
貢
献
で
き
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
喜
ば
し
い
こ
と
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）
六
月
二
十
九
日
に
、
「
伊
那
谷
治
水
と

防
災
の
日
」
の
一
環
と
し
て
講
演
会
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
席
で
、
私
も

講
演
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
濁
流
の
子
』
を
作
っ
た
当
時
か
ら
、
こ
の
文
集
の
存
在
価
値
は
何

な
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
を
も
っ
て
い
た
が
、
復
刻
版
が
幅
広
く
読
ま

れ
、
災
害
を
知
ら
な
い
人
た
ち
に
語
り
継
が
れ
る
一
つ
の
ツ
ー
ル
に
な

れ
た
こ
と
は
意
義
深
い
と
感
じ
る
と
い
う
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

天
竜
川
上
流
工
事
事
務
所
長
か
ら
は
「
事
務
所
に
お
い
て
も
災
害
を

防
ぐ
努
力
を
続
け
て
い
る
が
、
三
六
災
害
と
同
規
模
の
洪
水
が
来
た
ら
、

再
び
大
き
な
災
害
が
起
こ
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
今
後
も
何
ら
か
の

警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
の
話
が
あ
り
、
災
害
の
教

訓
を
時
代
に
語
り
継
ぐ
こ
と
の
重
要
さ
と
、
治
水
・
治
山
事
業
な
ど
へ

の
理
解
、
支
援
を
訴
え
ら
れ
て
い
た
。

長野日報 平成 4 年 6 月 11 日(木) 掲載記事 



『
続
・
濁
流
の
子
』
の
製
作 

平
成
五
年
、
天
竜
川
上
流
工
事
事
務
所
に
お
い
て
、
『
濁
流
の
子
』

の
続
編
と
し
て
『
続
・
濁
流
の
子
』
を
企
画
製
作
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

当
時
の
被
災
者
が
苦
労
し
な
が
ら
災
害
か
ら
立
ち
直
っ
て
い
く
姿
を

ま
と
め
た
も
の
で
、
当
時
の
災
害
文
集
『
濁
流
の
子
』
に
掲
載
で
き
な

か
っ
た
作
文
、
そ
の
後
の
復
興
の
様
子
、
当
時
の
『
濁
流
の
子
』
達
を

集
め
た
座
談
会
な
ど
を
掲
載
し
た
。
災
害
の
写
真
も
数
多
く
盛
り
込
み
、

①
全
国
か
ら
の
救
援 

②
教
育
の
灯
は
消
え
ず 

③
新
た
な
出
発 

④
災

害
か
ら
三
十
年
な
ど
、
悲
劇
の
実
態
と
と
も
に
、
両
親
や
兄
弟
、
家
を

失
っ
た
執
筆
者
た
ち
が
歩
ん
だ
そ
の
後
の
姿
を
ま
と
め
た
も
の
と
な

っ
た
。 

座
談
会
で
は
、
「
一
瞬
の
山
津
波
で
、
母
、
祖
父
母
、
兄
が
な
く
な

っ
た
」
「
人
と
会
う
と
『
よ
く
生
き
て
い
た
ね
』
と
い
う
言
葉
が
第
一

声
に
出
る
ほ
ど
だ
っ
た
」
な
ど
、
当
時
の
災
害
の
す
さ
ま
じ
さ
が
当
事

者
の
声
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
全
国
か
ら
の
励
ま
し
の
手
紙
、

品
物
、
義
援
金
に
も
随
分
助
け
ら
れ
た
」
「
匿
名
で
何
年
も
の
間
ク
リ

ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
送
り
続
け
て
く
れ
た
『
あ
し
な
が
お
じ
さ
ん
』

も
い
た
」
と
、
数
々
の
支
援
へ
の
感
謝
も
改
め
て
綴
ら
れ
て
い
る
。 

 

 

 
 

長野日報  
平成 5 年 4 月 25 日(月) 掲載記事 



人
と
暮
ら
し
の
伊
那
谷
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

平
成
二
十
六
年
よ
り
、
天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
に
お
い
て
「
人
と

暮
ら
し
の
伊
那
谷
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
取
り
組
み
が
始
ま
っ

た
。
こ
れ
は
、
過
去
に
伊
那
谷
で
行
わ
れ
た
土
木
の
痕
跡
や
、
今
も
受

け
継
が
れ
て
い
る
土
木
遺
産
、
暮
ら
し
、
自
然
な
ど
に
ま
つ
わ
る
先
人

の
足
跡
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
り
、
防
災
教
育
や
地
域
振
興
に
役
立
て
、

治
水
や
自
然
災
害
の
歴
史
を
効
果
的
に
後
世
に
引
き
継
い
で
い
く
こ

と
を
目
的
と
し
た
取
り
組
み
で
、
選
定
さ
れ
た
遺
産
を
「
伊
那
谷
遺
産
」

と
し
て
登
録
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

農
業
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
現
在
も
使
用
さ
れ
て
い
る

水
路
や
、
集
落
を
守
っ
て
き
た
堤
防
な
ど
の
土
木
遺
産
と
並
ん
で
、
三

六
災
害
の
爪
痕
を
残
す
崩
壊
地
や
、
集
団
移
住
し
廃
村
に
な
っ
た
村
に

残
さ
れ
た
石
碑
な
ど
も
選
定
さ
れ
た
。

そ
ん
な
中
、
文
集
で
あ
る
『
濁
流
の
子
』
も
、
伊
那
谷
災
害
の
災
害

教
訓
伝
承
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
遺
産
」
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
、

防
災
に
対
す
る
意
識
を
効
果
的
に
後
世
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
の

遺
産
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
で
候
補
に
挙
げ

ら
れ
、
選
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
災
害
の
記
録
と
し
て
製
作
さ
れ

た
文
集
が
、
今
度
は
「
災
害
教
訓
伝
承
」
と
い
う
新
た
な
取
り
組
み
の

場
で
認
め
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
訳
で
あ
る
。

伊那谷遺産 登録一覧



   

 

 
 

長野日報 平成 25 年 3 月 19 日(火) 掲載記事 



語
り
継
ぐ
『
濁
流
の
子
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

『
濁
流
の
子
』
の
伊
那
谷
遺
産
へ
の
選
定
と
並
行
し
て
、
天
竜
川
上

流
河
川
事
務
所
で
は
、
三
六
災
害
か
ら
半
世
紀
以
上
が
経
ち
、
災
害
経

験
者
が
高
齢
化
す
る
中
で
、
災
害
の
記
録
や
教
訓
が
風
化
し
て
い
っ
て

し
ま
う
前
に
、
正
確
に
伝
承
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
が
課
題
と
し
て

挙
げ
ら
れ
た
。

天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
で
は
、
か
ね
て
か
ら
収
集
し
て
い
た
災
害

に
関
す
る
情
報
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
一
元
管
理
す
る
必
要
性
も
検
討

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
し
て
一
般
公
開

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
地
域
の
防
災
力
向
上
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か

と
い
う
検
討
も
進
め
ら
れ
た
。

そ
こ
で
、
天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
、
天
竜
川
総
合
学
習
館
「
か
わ

ら
ん
べ
」
、
信
州
大
学
附
属
図
書
館
に
よ
っ
て
、
災
害
体
験
の
伝
承
や

防
災
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
災
害
記
録
な
ど
の
資
料
を

収
集
整
理
し
、
電
子
情
報
と
し
て
ウ
ェ
ブ
で
公
開
す
る
こ
と
と
い
う
取

り
組
み
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
取
り
組
み
の
象
徴
と
し
て
『
濁
流
の
子
』
が
取
り
上

げ
ら
れ
、
「
語
り
継
ぐ
『
濁
流
の
子
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
取
り

組
み
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
立
ち
上
げ
に
際
し
て
は
、
伊
那
谷
遺
産
選
定
委
員

の
委
員
長
で
も
あ
る
当
時
の
信
大
附
属
図
書
館
長
・
笹
本
副
学
長
の
コ

メ
ン
ト
と
し
て
「
防
災
事
業
に
お
い
て
、
ハ
ー
ド
面
だ
け
で
は
な
く
、

ソ
フ
ト
面
で
の
地
域
の
防
災
力
向
上
に
向
け
、
日
本
の
モ
デ
ル
と
な
る

画
期
的
な
取
り
組
み
に
し
た
い
」
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。

信
大
附
属
図
書
館
は
、「
語
り
つ
ぐ
『
濁
流
の
子
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
始
め
る
に
あ
た
り
、
一
般
の
方
に
も
意
識
を
高
め
て
い
た
だ
き
た
い

と
の
こ
と
で
ウ
ェ
ブ
公
開
の
取
り
組
み
に
対
し
て
基
金
を
設
け
、
寄
付

金
の
募
集
が
行
わ
れ
た
。『
濁
流
の
子
』
が
、
災
害
記
録
と
し
て
節
目
、

節
目
で
多
く
の
方
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
認
め
ら
れ
て
き
た
変
遷
を
考
え

る
と
、
「
災
害
伝
承
と
し
て
何
ら
か
の
形
で
引
き
継
い
で
い
っ
て
い
た

だ
き
た
い
」
と
い
う
思
い
も
あ
り
、
寄
付
と
い
う
形
で
こ
の
取
り
組
み

に
賛
同
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
と

は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
信
大
附
属
図
書
館
か
ら
は
感
謝
状
を

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
気
恥
ず
か
し
い
思
い
で
あ
っ
た
。

笹
本
副
学
長
（
当
時
）
か
ら
は
、
「
三
六
災
害
か
ら
半
世
紀
以
上
た

ち
、
知
恵
や
教
訓
が
風
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
中
で
、
地
域
全
体
で
教
訓

を
伝
承
す
る
取
り
組
み
を
進
め
る
た
め
の
取
り
組
み
に
対
し
、
支
援
が

得
ら
れ
、
あ
り
が
た
い
。
こ
の
取
り
組
み
が
多
く
の
人
に
活
用
さ
れ
、

役
立
て
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
る
と
嬉
し
い
」
と
の
お
言
葉
を
い
た

だ
い
た
。



         

    

 
 

中日新聞 平成 26年 3月 4日(火) 掲載記事 



語り継ぐ”濁流の子”プロジェクト 説明資料 



六

『
濁
流
の
子
』
の
取
り
組
み
を
振
り
返
っ
て

製
作
当
時
を
振
り
返
っ
て

三
六
災
害
と
い
う
伊
那
谷
の
歴
史
に
残
る
大
き
な
災
害
。
当
時
高
校

生
だ
っ
た
私
は
、
直
接
被
災
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
自
分

が
三
年
も
か
け
て
『
濁
流
の
子
』
と
い
う
文
集
を
出
す
こ
と
に
な
る
と

は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
、
そ
の
文
集
が
そ
の
後
五
十
年
余

も
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
文
集
に
な
ろ
う
と

は
、
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
。

悲
惨
な
境
遇
に
見
舞
わ
れ
た
生
徒
達
の
話
を
聞
き
、
同
じ
学
生
と
し

て
、
小
さ
な
こ
と
で
も
い
い
、
何
か
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
、

そ
ん
な
思
い
つ
き
だ
っ
た
と
思
う
。

参
考
書
一
冊
が
、
数
百
冊
に
な
り
、
全
国
の
方
の
善
意
に
つ
な
が
り
、

物
理
的
に
も
精
神
的
に
も
救
わ
れ
た
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
ん
な
想
い
を
知
る
立
場
に
い
た
も
の
と
し
て
、

次
は
感
謝
の
気
持
ち
を
善
意
の
人
た
ち
に
報
告
し
よ
う
と
思
っ
た
。

自
ら
の
受
験
期
を
経
た
た
め
、
想
定
外
に
時
間
が
空
い
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
、
こ
の
『
濁
流
の
子
』
と
い
う
文
集
を
熟
成
さ
せ
て
く
れ
た
よ

う
な
気
が
す
る
。

語りつぐ”濁流の子”アーカイブス 
ホームページ画面



災
害
か
ら
二
年
経
っ
て
、
新
た
に
経
験
談
を
書
い
て
欲
し
い
と
お
願

い
し
た
時
に
は
、
協
力
し
て
く
だ
さ
る
方
と
、
二
度
と
水
害
の
こ
と
は

書
き
た
く
な
い
と
い
う
方
が
い
た
。
書
い
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
方
が

協
力
的
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
悲
惨
な
被
害
を
思
い
出

し
た
く
な
い
と
い
う
の
も
本
当
の
気
持
ち
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
製
作

時
に
は
そ
こ
ま
で
考
え
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、
考
え
て
い
た
ら

『
濁
流
の
子
』
は
作
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
近
は
、

テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
多
く
の
情
報
が
簡
単
に
手
に
入

る
時
代
で
あ
る
。
被
災
者
の
情
報
も
た
く
さ
ん
目
に
す
る
し
、
そ
の
方

た
ち
の
想
い
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
も
多
く
あ
る
。
し
か
し
当
時
は
「
生

の
声
」
を
聞
く
機
会
は
限
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
れ
に
関
わ
る
こ
と
に
な

っ
た
以
上
、
そ
の
大
切
な
「
気
持
ち
」
を
形
に
ま
と
め
る
こ
と
の
使
命

感
を
い
つ
の
間
に
か
背
負
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

復
刻
さ
れ
て
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
て 

当
初
、
『
濁
流
の
子
』
を
作
っ
た
の
は
五
百
部
と
い
う
数
だ
っ
た
の

で
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
に
し
か
配
布
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
何
年
か

経
ち
、
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
実
情
も
あ
っ
た
。 

そ
ん
な
初
版
本
で
あ
っ
た
が
、
天
竜
川
上
流
工
事
事
務
所
（
当
時
）

か
ら
復
刻
版
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
方
に
見
て
、

読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
変
大
き
な
意
味
が
あ
っ

た
と
思
う
。
文
集
の
制
作
当
時
は
、
将
来
ど
う
な
る
か
な
ど
全
く
考
え

な
い
で
い
た
の
だ
が
、
こ
の
文
集
の
価
値
、
存
在
意
義
を
天
竜
川
上
流

工
事
事
務
所
が
見
つ
け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
、
自
分
自
身
で
も
改
め

て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
復
刻
版
と
し
て
世
に
出
た
こ
と
に
よ
り

貴
重
な
資
料
に
な
っ
た
。
当
時
、
三
六
災
害
の
記
録
を
残
そ
う
と
が
む

し
ゃ
ら
に
文
集
と
い
う
形
に
し
た
種
が
実
を
結
ん
だ
よ
う
で
、
と
て
も

嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
五
十
数
年
経
っ
た
今
日
で
も
、 

そ
の

思
い
が
色
あ
せ
る
事
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
事
に
深
い
感
慨
を
覚

え
る
。 

 

『
濁
流
の
子
・
補
遺
』
の
製
作 

私
の
手
元
に
残
さ
れ
た
七
百
点
余
の
作
文
。
そ
れ
は
、『
濁
流
の
子
』

に
掲
載
で
き
な
か
っ
た
被
災
児
童
生
徒
の
貴
重
な
体
験
記
で
あ
る
。 

作
文
を
書
い
た
人
の
気
持
ち
を
考
え
る
と
、
何
と
か
き
ち
ん
と
し
た

形
に
残
し
た
い
と
の
思
い
で
『
濁
流
の
子
・
補
遺
』
に
ま
と
め
、
平
成

三
十
一
年
四
月
に
発
刊
し
た
。
行
政
・
教
育
関
係
者
に
、
防
災
減
災
教

育
の
一
助
と
し
て
役
立
て
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。 

  



  

 
 

長野日報 令和元年 7 月 26 日(金) 掲載記事 

  



今
後
の
防
災
活
動
へ
の
想
い

東
北
の
震
災
以
来
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
ま
ず
自
分
の

命
を
守
る
重
要
性
で
あ
る
。
『
濁
流
の
子
』
に
も
そ
う
い
う
内
容
を
書

い
た
作
文
が
あ
る
。
自
分
の
命
は
自
分
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経
験
し
て
い
る
方
は
そ
れ
が
身
に
染
み
て
い
る
。
そ
ん
な
実
体
験
の
記

録
な
の
で
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
文
章
も
多
い
が
、
説
得
力
も
あ
る
。
ぜ

ひ
子
供
達
に
も
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。
防
災
教
育
に
も
役
立
つ
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

自
然
環
境
も
変
化
し
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
よ
う
な
形
の
災
害
や
、

規
模
の
大
き
な
災
害
が
発
生
し
て
い
る
現
在
、
防
災
、
減
災
の
た
め
の

様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ト
面
で
の
取
り
組
み
と
し

て
『
濁
流
の
子
』
の
作
文
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
多
く
の
方
に
い
つ
で

も
自
由
に
情
報
と
し
て
触
れ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
過
去
の

災
害
を
知
る
こ
と
で
、
防
災
意
識
の
向
上
に
も
役
立
つ
の
で
は
と
思
う
。

そ
う
い
う
文
集
を
残
せ
た
こ
と
が
本
当
に
幸
せ
で
す
。

七

お
わ
り
に

今
回
、
こ
の
「『
濁
流
の
子
』
の
編
纂
を
振
り
返
っ
て
」
と
い
う
書

籍
を
ま
と
め
る
お
話
を
い
た
だ
き
、
五
十
数
年
ぶ
り
に
当
時
の
こ
と
を

振
り
返
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
か
ら
思
う
と
、
二
十
歳
の
若
さ
故
の
行
動
力
で
あ
っ
た
の
か
と
思

い
ま
す
が
、
多
く
の
方
々
に
お
声
を
か
け
、
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
発

行
で
き
た
文
集
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
五
百
部
の
文
集
が
私
の
大
き
な

財
産
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
、
『
濁
流
の
子
・
補
遺
』
と
と
も
に
、
当
時
の
資
料
一
式
を
天

竜
川
上
流
河
川
事
務
所
さ
ん
に
寄
贈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ

を
も
っ
て
大
き
な
区
切
り
が
つ
い
た
気
が
し
ま
す
。
復
刻
版
・
続
編
、

そ
し
て
こ
の
「『
濁
流
の
子
』
の
編
纂
を
振
り
返
っ
て
」
と
い
う
出
版

物
を
ま
と
め
て
く
だ
さ
っ
た
天
竜
川
上
流
河
川
事
務
所
さ
ん
に
感
謝

の
気
持
ち
を
お
伝
え
し
て
、
ま
と
め
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。



碓田 栄一（うすだ えいいち） 

・1944年長野県中箕輪町（現 箕輪町）生まれ

・伊那北高等学校 2年在学中に、三六災害を体験し、伊那谷被災地の高校受験

生を励ます運動に取り組む。これがきっかけとなって、大学在学中の昭和 39

年に被災体験やその後の復興の様子などについての作文を編集した「濁流の

子～伊那谷災害の記録～」をガリ版印刷で製作した。

三六災害の記録『濁流の子』の編纂を振り返って

令和 2年 4月発行 

企画・発行：国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 

〒399-4114 長野県駒ヶ根市上穂南 7番 10号 

 TEL 0265-81-6411    FAX 0265-81-6419 

著者：碓田 栄一 

編集：国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 

株式会社 環境アセスメントセンター 

印刷：株式会社 宮澤印刷 



「語りつぐ天竜川」の発刊にあたって 

南アルプス・中央アルプスという日本を代表する山脈の間に形成された伊那谷

と、その中央を北から南へ貫流する天竜川。天竜川流域は、美しく豊かな自然環

境に恵まれ、古来より人々の交流が盛んで、固有の文化が育まれるなど、数々の

川がもたらす恩恵に浴してきました。一方、名にし負う“暴れ天竜”は、昭和 36

年災害（三六災）に代表されるように、豪雨時には日々の穏やかな表情を一変し、

猛々しい牙をむき、人々の暮らしを脅かしてきました。 

 天竜川上流河川事務所では、天竜川が“母なる川”として優しい微笑みをた

たえ続けてほしいと願う人々の切なる気持ちに応えるため、永年にわたり、地域

の皆様の多大なご協力の下、より安全な天竜川、より親しめる天竜川を目指して

河川事業や砂防事業などの治水事業に取り組んできました。事業の実施にあたっ

ては、流域内の自然環境や伊那谷に暮らす人々が長い歴史の中で築き上げてきた

文化等を十分に理解し、地域の皆様との意見交換を行い、事業に反映していくこ

とが大切だと考えています。 

「語りつぐ天竜川」シリーズは、天竜川に関する地域の知見や経験を収集し、

広く地域共有の知識とすることにより、地域の皆さんに天竜川に対する認識を深

めていただき、よりよい天竜川を築いていくことに役立てるために、昭和 61 年

度より発刊してきました。今回の第 65巻は、三六災害を経験した小・中・高校生

らの作文を集め、当時学生だった碓田栄一氏によって発行された「濁流の子」の、

編纂にあたっての作者の思いや編纂後の取り組みを記録したものです。 

近年、自然災害に対する様々なハード・ソフト対策が整備され、災害を直接体

験することが少なくなってきた結果、むしろ災害への意識が希薄になってきてい

ると指摘されています。そのような中にあって、被災直後の方々の気持ちに触れ、

視線を共有することは、現代の私たちの災害への警戒心を呼び起こす重要な鍵に

なると考え、「濁流の子」シリーズの編纂の経緯を、語りつぐ天竜川として発刊す

ることといたしました。 

なお、ご執筆やお話を掲載させていただいた方々には、自由な立場からお考え

を披露していただいていますので、国土交通省の見解とは異なる場合があります

ことを付言させていただきます。 
 

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 

所長 伊藤 誠記 



「語りつぐ天竜川」目録 

番号.  題名  著者 

1. 伊那谷の気象 米山 啓一 著 

2. 天竜川上流域の立地と災害 北澤 秋司 著 

3. 天竜川に於ける河川計画の歩み 鈴木 徳行 著 

4. 総合治水の思想 上條 宏之 著 

5. 総合治水と森林と 中野 秀章 著 

6. 伊久間地先に於ける天竜川の変遷 松澤 武 著 

7. 天竜峡で見た天竜川水位の変遷 今村 真直 著 

8. 村境は不思議だ 平沢 清人 著 

9. 諏訪湖の富栄養化と生物群集の変遷 倉沢 秀夫 著 

10. 諏訪湖の御神渡り 米山 啓一 著 

11. 理兵衛堤防 下平 元護 著 

12. 近世 天竜川の治水 ～ 伊那郡松島村～  市川 脩三 著 

13. 川筋の変遷 ～ 天竜川と三峰川の場合～  唐沢 和雄 著 

14. 伊那谷山岳部の降雨特性 宮崎 敏孝 著 

15. 天竜川の橋 日下部 新一 著 

16. 伊東伝兵衛と伝兵衛五井 北原 優美 編 

17. 天竜川の魚や虫たち 橋爪 寿門 著 

18. 天竜川のホタル 勝野 重美 著 

19. 天竜川流域の村々 松澤 武 著 

20. 小渋川水系に生きる～ 人と水と土と木と～  中村 寿人 著 

21. ものがたり 理兵衛堤防 森岡 忠一 著 

22. 量地指南に見る 江戸時代中期の測量術 吉澤 孝和 著 

23. 土木技術と生物工学～生きものを扱う技術～  亀山 章 著 

24. 戦国時代の天竜川 笹本 正治 著 

25. 天竜川の水運 日下部 新一 著 

26. 惣兵衛川除 市村 咸人 著 

27. 紙芝居開墾堤防～下伊那郡豊丘村伴野～  竹村浪の人 著 

28. 昭和 36 年伊那谷大水害の気象 奥田 穣 著 

29. 天竜川の淵伝説～『熊谷家伝記』を中心に～  笹本 正治 著 

30. 天竜川の源流地帯 赤羽 篤 著 



31. 東天竜 三浦 孝美、仁科 英明 共著

32. 天竜河原の開発と石川除 塩沢 仁治 著

33. 伊那谷は生きている 松島 信幸 著

34. 天竜川の災害伝説 笹本 正治 著

35. 天竜川の災害年表 笹本 正治 編

36. 天竜川水運と榑木 村瀬 典章 著

37. 水辺の環境を守る 桜井 善雄 著

38. 諏訪湖 ～ 氾濫の社会史～ 北原 優美 著 

39. 河川工作物と魚類の生活 中村 一雄 著

40. 天竜川上流域の過疎問題 山口 通之 著

41. 資料が語る 天竜川大久保番所 松村 義也 著

42. 天竜川上流 河辺の植物と植生 関岡 裕明 著

43. 水利開発にみる中世諏訪の信仰と治水 藤森 明 著

44. 横川山巡覧記～『辰野町資料第 87 号』より～ 辰野町教育委員会

赤羽 篤 校訂 

45. 天龍川の鳥たち 福与 佐智子 著

46. 遠山川流域の民俗とふるさとイメ～ジの創造 浮葉 正親 著

47. 田切ものがたり 赤羽 篤 著

48. カエルと暮して 山内 祥子 著

49. 伊那の冬の風物詩 ざざ虫 牧田 豊 著

50. みんなの三峰川を次世代に 三峰川みらい会議

51. 三峰川ものがたり 三峰川みらい会議、北原 優美 著

52. 天竜川水系の水質

～ ｢泳げる諏訪湖・水遊びのできる天竜川｣を目指して～  沖野 外輝夫 著

53. 天竜川の帰化植物たち 木下 進 著

54. 中央構造線読み方案内 ～ 諏訪から大鹿村地蔵峠まで～ 河本 和朗 著 

55. ふるさとの山 駒ケ岳ものがたり 赤羽 篤 著

56. 近世信州伊那郡大河原村の自然環境と人間 松原 輝男 著

57. 地名を通して見る 天竜川と人々の暮らし 松崎 岩夫 著

58. 伊那谷の土砂動態 九津見 生哲 著

59. 天竜川と生きて 下平 長治 著

60. 明日に伝える三六災害



～ 川路・龍江の水害体験談と子ども達の取り組み～ 川路・龍江の方々 

61. 天竜川の川の碑 竹入 弘元 著

62. 「東日本大震災」の対応について

～ 初動対応～ 復旧・復興に向けて～ 熊谷 順子 著 

63. 三峰川で生まれ育った鉄線蛇篭 北原 富美子 著

64. 天竜川・三峰川河畔でのミヤマシジミ保全 岡村 裕 著

65. 三六災害の記録『濁流の子』の編纂を振り返って 碓田 栄一 著 
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