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野神 六ヵ村の守護・六所神社 （2021年）
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人は巨樹に神を感じた（半明 2021年） 河
カ ッ パ

童淵（田戸地先 2021年）
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人は去っても地蔵は見守る（半明 2021年）野神の現在。野神も移住先の余呉町東野の八幡神社の境内へ移された（2021年）
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写
真
集
『
地
図
か
ら
消
え
た
村
』
の

出
版
に
あ
た
っ
て

三
山
元
暎
　

 M
otoaki M

iyam
a

吉
田
一
郎
写
真
集
出
版
委
員
会
代
表

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
吉
田
一
郎
写
真
集
『
地
図
か
ら
消
え
た
村
』
を
発
行
し
た
い
と
ク
ラ
ウ
ド
フ

ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
資
金
集
め
の
呼
び
か
け
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
大
勢
の
み
な
さ
ま
の
温
か
い
ご
支

援
の
お
か
げ
で
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
写
真
集
の
著
者
・
吉
田
一
郎
さ
ん
は
、
長
浜
市
役
所
に
勤
務
し
て
い
た
と
き
の
後
輩
で
、
広
報
を
は

じ
め
数
々
の
ま
ち
づ
く
り
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
イ
ベ
ン
ト
の
仕
掛
け
に
取
り
組
ん
だ
戦
友
と
も
い
う
べ
き
仲

間
で
す
。
彼
は
行
政
マ
ン
と
し
て
ず
ば
抜
け
た
行
動
力
の
持
ち
主
で
、
仕
事
を
怠
け
た
り
、
手
を
抜
い
た
り

と
い
っ
た
こ
と
は
一
切
し
な
い
有
能
な
人
で
し
た
。

　

そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
本
来
の
仕
事
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
活
動
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
よ
び
、
う
ま
く

や
り
遂
げ
た
か
ら
驚
き
で
す
。
少
し
で
も
気
に
な
る
こ
と
や
興
味
を
惹
か
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
の
た
め
に

行
動
を
起
こ
す
タ
イ
プ
で
、
常
に
人
の
先
頭
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
と
の
ほ
か
湖
北
の
民
俗
に
興
味
と
好
奇
心
を
持
ち
、
こ
れ
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
、
湖
北
の
隅
か
ら

隅
ま
で
訪
ね
回
り
、
変
わ
り
ゆ
く
風
土
や
人
び
と
の
暮
ら
し
を
写
真
に
記
録
し
続
け
た
人
で
す
。
そ
の
写
真

の
膨
大
さ
と
、
老
境
に
入
っ
た
今
な
お
持
ち
前
の
馬
力
で
、
北
に
も
南
に
も
と
ん
で
活
写
す
る
姿
に
感
服
し

て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
琵
琶
湖
に
注
ぐ
高
時
川
の
源
流
域
に
あ
っ
た
七
つ
の
集
落
が
、人
口
の
減
少
、生
活
の
糧
の
先
細
り
、

大
型
ダ
ム
の
建
設
問
題
な
ど
で
集
団
離
村
し
地
図
か
ら
姿
を
消
し
ま
し
た
。
こ
の
写
真
集
は
、
こ
の
集
落
で

の
暮
ら
し
と
い
ま
の
記
録
を
、
未
来
へ
の
指
針
に
し
よ
う
と
発
行
し
た
も
の
で
す
。

　

吉
田
さ
ん
の
写
真
を
見
て
、
経
済
的
に
豊
か
な
暮
ら
し
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
は
山

の
恵
み
を
生
か
し
、
村
人
同
士
が
助
け
合
っ
て
生
活
す
る
仕
組
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
神
仏
へ
の

祈
り
は
シ
ン
プ
ル
な
が
ら
、
こ
こ
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
日
々
の
生
活
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
見
て
取

れ
ま
す
。
そ
の
暮
ら
し
は
つ
つ
ま
し
く
質
素
で
は
あ
る
が
、
村
人
た
ち
は
穏
や
か
に
心
豊
か
に
生
き
て
き
た

の
で
す
。
写
真
集
を
通
じ
て
故
郷
と
は
何
か
、
豊
か
さ
と
は
何
か
を
、
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　

こ
の
出
版
に
先
だ
っ
て
余
呉
・
妙
理
の
里
で
開
か
れ
た
吉
田
一
郎
「
琵
琶
湖
源
流
の
美
と
暮
ら
し
写
真
展
」

に
は
、
山
奥
に
も
か
か
わ
ら
ず
九
日
間
で
約
二
千
人
の
方
々
が
来
場
さ
れ
ま
し
た
。
来
場
者
の
中
に
は
、
吉

田
さ
ん
の
写
真
に
登
場
さ
れ
た
奥
丹
生
谷
に
暮
ら
し
た
方
々
自
身
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
多
く
の
ご
家
族

も
集つ
ど

わ
れ
、
故
郷
を
懐
か
し
み
、
ま
た
再
会
を
喜
ぶ
場
と
な
り
ま
し
た
。

　

写
真
展
を
見
た
元
朝
日
新
聞
記
者
・
吉
川
宏ひ
ろ
あ
き暉
さ
ん
か
ら
、
こ
ん
な
感
想
を
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
写
真
集

の
ね
ら
い
を
、
す
べ
て
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
「
写
真
展
ご
苦
労
様
で
し
た
。
感
動
の
連
続
で
し
た
。
改
め
て
写
真
記
録
の
大
切
さ
を
痛
感
し
ま
し
た
。
一

枚
一
枚
に
『
魂
』
が
入
っ
て
い
ま
す
。
君
の
人
柄
と
と
も
に
、
被
写
体
に
真
摯
に
向
き
合
い
、
丁
寧
で
深
く

突
っ
込
ん
だ
取
材
の
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。
写
真
を
撮
る
う
え
で
の
私
の
座
右
の
銘
の
『
写
心
』
で
す
。『
心

で
撮
る
、
相
手
の
心
を
撮
る
』
記
録
だ
と
思
い
ま
す
。
人
物
写
真
を
見
る
と
、
ど
の
人
た
ち
も
君
を
信
頼
し
、

緊
張
も
せ
ず
、
普
段
通
り
の
表
情
で
カ
メ
ラ
に
収
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
信
頼
さ
れ
る
ま
で
に
は
相
当

通
い
、
苦
労
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
一
連
の
記
録
は
、
地
域
ば
か
り
で
な
く
、
長
浜
市
、
滋
賀
県
、
延

い
て
は
日
本
の
貴
重
な
資
料
で
し
ょ
う
。
是
非
、
写
真
集
に
し
て
後
世
に
残
し
て
下
さ
い
」

　

写
真
集
に
は
、
奥
丹
生
谷
の
関
係
者
の
方
々
が
写
真
展
に
来
場
さ
れ
た
場
面
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
こ
の
写
真
集
出
版
に
あ
た
り
、資
金
集
め
や
編
集
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
、

写
真
展
開
催
に
東
奔
西
走
し
て
汗
を
掻
い
て
下
っ
た
皆
さ
ん
に
心
か
ら
感
謝
し
つ
、
と
も
に
こ
の
出
版
を
喜

び
た
い
と
思
い
ま
す
。
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奥
丹
生
谷
七
つ
の
村

　

琵
琶
湖
の
北
の
高
時
川
の
源
流
で
一
九
六
九
（
昭
和
四
十
四
）
年
か
ら
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
に
か
け

て
七
つ
の
村
が
地
図
か
ら
消
え
ま
し
た
。
奥
川
並
（
一
九
六
九
年
離
村
）、
針
川
（
一
九
七
〇
年
離
村
）、
尾

羽
梨
（
一
九
七
一
年
離
村
）
の
三
つ
の
村
は
生
業
だ
っ
た
製
炭
業
衰
退
と
い
う
経
済
的
理
由
か
ら
で
し
た
が
、

半
明
、
鷲
見
、
田
戸
、
小
原（
い
ず
れ
も
一
九
九
五
年
離
村
式
）は
ダ
ム
建
設
計
画（
の
ち
に
ダ
ム
計
画
は
中
止
）

に
伴
う
立
ち
退
き
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

　
「
地
図
か
ら
消
え
た
村
」
と
聞
く
と
、
貧
し
い
、
侘
し
い
、
悲
し
い
、
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
き
た
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
ま
す
が
、
奥
丹
生
谷
は
違
い
ま
し
た
。
山
か
ら
の
恵
み
を
受
け
て
、
村
に
は
お
金
が

な
く
て
も
一
年
中
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
と
、
大
家
族
の
よ
う
な
自
治
組
織
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
燃
料

革
命
と
い
う
時
代
の
波
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

戦
国
時
代
に
柴
田
勝
家
が
中
河
内
か
ら
椿
坂
に
通
じ
る
ル
ー
ト
を
開
く
ま
で
は
、
こ
の
奥
丹
生
谷
に
畿
内

と
北
陸
を
結
ぶ
北
国
道
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
丹
生
谷
は
「
朱
」
の
赤
い
土
、
紅
殻
（
弁
柄
と
も
い
う
酸
化

第
二
鉄
）
を
産
出
し
た
た
め
江
戸
時
代
は
天
領
と
な
っ
て
い
ま
し
た
し
、
そ
の
街
道
筋
か
ら
東
へ
入
っ
た
美

濃
と
の
境
に
近
い
奥
川
並
は
彦
根
藩
領
で「
黒
木
」と
呼
ば
れ
る
ご
御
用
炭
を
産
出
し
ま
し
た
。
奥
川
並
に
は
、

や
ま
ふ
じ
踊
、
鐘か
ね

鋳い

踊
り
、
大
黒
踊
り
、
綾
踊
り
と
い
っ
た
踊
り
の
記
録
が
残
り
ま
す
。
俳
諧
も
盛
ん
で
し
た
。

こ
の
豪
雪
の
村
は
東
京
都
の
議
員
、会
社
経
営
者
、検
事
、駅
長
な
ど
、多
く
の
人
材
を
輩
出
し
て
い
た
の
で
す
。

　

集
団
離
村
で
集
落
跡
の
形
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
山
や
川
や
巨
樹
巨
岩
か
ら
往
古
の
歴
史
を
偲
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。
本
書
は
こ
れ
ら
の
村
の
記
憶
と
記
録
で
す
。

第
一
章

戦
国
時
代
ま
で
の
北
国
道
は
、
高
時
川
に
沿
っ
て
北
上
し
、
奥
丹
生
谷
を
通
る
ル
ー

ト
で
し
た
。
上
丹
生
の
橋
の
架
け
替
え
費
用
を
美
濃
の
二
十
五
ヵ
村
も
負
担
し
て

い
る
（
余
呉
町
史
）
こ
と
か
ら
、
い
か
に
重
要
な
道
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

至
美
濃

川合

洞寿院

中
河
内

今市

北
陸
自
動
車
道

東野
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奥川並（おくこうなみ）
1968 年撮影1975 年撮影

針川（はりかわ）
離 村 年
戸 数
氏 神
寺 院
学 校
生 業
村の概要

離 村 年
戸 数
氏 神
寺 院
学 校
生 業
村の概要

1969（昭和44）年11月25日（離村式）
15戸、51人
八幡神社
浄土宗と曹洞宗の２寺
丹生小学校奥川並分校
製炭。良質の黒木炭を産出
村の概要／美濃国廣瀬村や横山村から移住して村ができたとされる。叩くと金属音がして火持ち
の良い高級の黒木炭が生産された。関ケ原合戦後に石田三成の家臣・島左近が隠れ住んだとも伝
わる。一戸平均耕地面積は２、３アール、反収225キログラム （昭和40年調べ）と平野部の半分以下。
家は茅葺屋根だが赤身欅のがっちりとした家が多く見られた。踊りや俳諧が盛んだった。

1970（昭和45）年11月
14戸、72人
春日神社
浄土宗・長福寺（もと天台宗）
丹生小学校尾羽梨分校
製炭
役場から21キロメートル、丹生谷の最奥に位置する。奥川並の集団移住の次に針川も区民連署の
移住要望書を余呉村へ出す。余呉町制施行の前年だった。余呉村は財政力が弱く、針川区は共有
林を売却して移転費用を捻出した。
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尾羽梨（おばなし）鷲見（わしみ）
離 村 年
戸 数
氏 神
寺 院
学 校
生 業
村の概要

離 村 年
戸 数
氏 神
寺 院
学 校
生 業
村の概要

1971（昭和46）年11月９日（離村式）
10戸、38人
日吉神社
浄土宗・福寿寺（もと真言宗）
丹生小学校尾羽梨分校
製炭
わが国の木地業の発祥地と伝わる近江の小椋谷（旧永源寺町）の木地師集団の一部が尾羽梨山
に定住したと伝わる。『高時川ダム建設地域 民俗文化財調査報告書』滋賀県余呉町刊には、「尾
羽梨川上流の堰堤（尾羽梨ダム）を一回りした奥に轆

ろ く ろ

轤師
し

という平があり、江戸末期６軒の木地
屋が住んだ跡で、その中の寺屋敷と伝えられた所には数基の古い墓石が埋まるように今も残って
いるらしい」と記されている。

1995（平成７）年10月22日（離村式）
14戸、東野に移住
八幡神社（東野、八幡神社に合祀）
浄土宗西念寺、東野に新築
丹生小学校尾羽梨分校
製炭
集落の下流１キロメートルの対岸に大鷲が棲んでいたという岩窟があり、そこに鷲見大明神（野神）
が祀られていた。大鷲は旅人を悩ませたため椿坂の郷士が射て殺したという伝説が伝わる。村の
中央を高時川の支流鷲見川が流れ、川の水を生活用水としてきた。

1975 年撮影1975 年撮影
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田戸（たど）小原（おはら）
離 村 年
戸 数
氏 神
寺 院
学 校
生 業
村の概要

離 村 年
戸 数
氏 神
寺 院
学 校
生 業
村の概要

1995（平成７）年８月24日（離村式）
６戸、今市へ移住
春日神社（今市、佐味神社に合祀）
曹洞宗洞寿院
丹生小学校小原分校
製炭
奥川並への分岐点にあり、丹生北部購買販売組合が置かれた奥丹生谷６ケ村の中心だった。びわ
湖が望める安蔵岳山頂に祀られていた聖観音像、不動明王像が田戸区集会所の床の間に安置され
ていた。むらの直下の淀みを近郷の人は「河

か っ ぱ

童淵
ふち

」と呼んだ。昭和30年代までオコナイには弓打
ち式が、野神には太鼓踊りが行われ、11月9日には山の神まつりが行われてきた。

1995（平成７）年８月24日（離村式）
９戸、38人、今市へ移住
春日神社（今市、佐味神社に合祀）
曹洞宗洞寿院
丹生小学校小原分校
製炭
ショウズと呼ばれる湧水井を中心に村が開けた。鎌倉時代、後嵯峨天皇の第３皇子が村の南の御
所ケ平に住み小原籠の製法を伝えたとされる。そこにあった太

おお

多
た の

野明神を移したのが春日神社と
いう。明治時代から村に籠屋組合があったほど。籠の技は奥丹生谷の村々に広まった。小さな観
音像入り厨子を１カ月毎に家から家へ回す観音講が行われてきた。

1994 年撮影1994 年撮影
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半明（はんみょう）
離 村 年
戸 数
氏 神
寺 院
学 校
生 業
村の概要

1995（平成７）年８月17日（離村式）
12戸
愛宕神社（中河内・広峯神社の末社）
浄土宗・西光院（中河内）
中河内小学校
製炭
中河内の枝郷。中河内は北国街道の宿駅で奴振り行列や太鼓踊りなどの伝統行事が伝わるが、そ
れらの行事は半明からの応援で執り行われていた。昭和32年12月、味噌つきの火から７戸が全焼。
大火後縫製工場が誘致される。丹生ダムの水没地域ではなかったが、水源地域特別指定地域に
指定されて移住が決まり、鷲見、田戸、小原に先がけて村は消えた。

豪
雪
の
村

　

奥
丹
生
谷
は
わ
が
国
屈
指
の
豪
雪
地
帯
。
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
は
伊
吹
山
で
十
一
メ
ー
ト
ル
と
い

う
世
界
最
高
の
積
雪
を
記
録
し
て
お
り
、
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
に
奥
川
並
で
三
丈
（
約
九
メ
ー
ト
ル
）

を
超
え
ま
し
た
。
村
は
水
没
な
ら
ぬ
雪
没
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
か
ら
十
五
年

に
か
け
て
、
山（
横
山
岳
）を
ひ
と
つ
隔
て
た
土
倉
鉱
山
で
は
雪
崩
で
二
十
六
人
も
の
死
者
を
出
し
て
い
ま
す
。

　

当
時
の
豪
雪
記
録
写
真
は
な
い
の
で
す
が
、
民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
は
昭
和
十
年
豪
雪
の
三
年
後
に
奥
川

並
と
奥
丹
生
谷
の
村
々
を
取
材
し
聞
き
書
き
を
克
明
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
筑
摩
書
房
刊
『
ち
く
ま
日
本
文

学
全
集
』
に
収
録
さ
れ
た
近
江
湖
北
の
豪
雪
の
村
の
記
録
『
子
に
生
き
る
』
を
読
ん
で
、
宮
本
常
一
が
訪
ね

た
奥
丹
生
谷
と
私
の
体
験
を
対
比
し
つ
つ
次
項
で
紹
介
し
ま
す
。

　

宮
本
常
一
は
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
山
口
県
生
ま
れ
。
大
阪
で
小
学
校
の
教
員
を
務
め
な
が
ら
、
柳

田
國
男
の
民
俗
学
に
興
味
を
持
ち
、
教
員
を
辞
め
て
全
国
各
地
の
人
び
と
の
暮
ら
し
、
文
化
、
経
済
を
調
査

研
究
し
ま
し
た
。
七
十
三
歳
で
死
去
す
る
ま
で
に
調
査
し
た
村
は
三
千
以
上
。
歩
い
た
距
離
は
十
六
万
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
。
調
査
日
数
は
四
千
日
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
宮
本
が
日
本
の
民
俗
誌
で
な
く
民
俗
生
活
誌
の
本
格

的
な
調
査
に
入
っ
た
の
は
一
九
三
九
（
昭
和
十
四
）
年
、
三
十
二
歳
か
ら
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
何
と
そ
の
前

年
の
一
九
三
八
（
昭
和
十
三
）
年
に
奥
丹
生
谷
を
調
査
し
て
い
た
の
で
す
。
録
音
テ
ー
プ
を
起
こ
し
た
の
か

と
思
え
る
ほ
ど
の
詳
細
な
取
材
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
九
八
一
（
昭
和
五
十
六
）
年
の
豪
雪
は
、
鷲
見
で
中
河
内
と
同
じ
六
・
五
メ
ー
ト
ル
を
記
録
し
ま
し
た
。

奥
丹
生
谷
は
完
全
に
孤
立
し
、
災
害
救
助
法
が
発
動
さ
れ
、
自
衛
隊
に
よ
る
救
援
物
資
の
空
輸
が
行
わ
れ
た

ほ
ど
で
し
た
。
そ
の
時
の
小
原
、
田
戸
の
よ
う
す
を
私
は
取
材
し
ま
し
た
。

第
二
章

1994 年撮影
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『
子
に
生
き
る
』
を
読
ん
で
　

ち
く
ま
日
本
文
学
全
集
　
宮
本
常
一

雪の奥川並集落（故増田巌さん提供）

　
「
近
江
の
湖
北
は
雪
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

柳
ヶ
瀬
の
ト
ン
ネ
ル
あ
た
り
は
冬
に
な
る
と

よ
く
汽
車
の
往
来
を
は
ば
む
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
に
人
々
は
ど
ん
な
に
暮
ら
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
」、
宮
本
常
一
の『
子
に
生
き
る
』

の
書
き
出
し
で
す
。
北
陸
線
中
之
郷
駅
か
ら

峠
を
越
え
て
高
時
川
に
出
た
宮
本
常
一
は
、

雪
崩
の
跡
を
踏
み
越
え
て
田
戸
ま
で
歩
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
宿
を
取
り
ま
し
た
が
、宿
は
な

く
民
家
に
泊
め
て
も
ら
い
田
戸
の
区
長
さ
ん

か
ら
聞
き
取
り
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
暮
ら
し

向
き
の
こ
と
を
聞
こ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、

先
に
こ
の
地
が
い
か
に
住
み
に
く
い
か
を
聞

か
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
幾
度
も
の
水
害
、全

戸
が
消
失
し
た
大
火
、
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る

雪
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
戸
の
方
た
ち
は
、

村
を
捨
て
て
出
て
い
く
も
の
は
い
な
か
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

春
に
な
る
と
雪
は
、
太
陽
に
照
ら
さ
れ
た

表
面
ば
か
り
で
な
く
、
大
地
に
接
し
た
と
こ

ろ
か
ら
も
溶
け
は
じ
め
ま
す
。
大
地
と
の
摩

擦
が
減
り
、
重
み
で
ズ
レ
は
じ
め
、
つ
い
に
は

雪
崩
を
起
こ
す
。
こ
れ
が「
ノ
マ
」な
の
で
す
。

ノ
マ
は
、
山
肌
ま
で
え
ぐ
り
取
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
ノ
マ
の
跡
地
は
焼
き
畑
の
場
所
と
し

て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　

奥
丹
生
谷
の
雪
崩
に
つ
い
て
詳
細
な
描
写

が
見
ら
れ
ま
す
。

　

根
雪
の
上
に
新
た
に
積
も
っ
た
雪
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る「
ア
ワ
」の
威
力
は
凄
ま

じ
く
、
や
わ
ら
か
な
雪
で
あ
る
が
、
大
き
な
雪

玉
と
な
っ
て
崖
を
下
り
、
一
種
の
雪
旋
風
の

よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
通
っ
て
行
く
す
じ
に

あ
る
木
も
何
も
み
な
ね
じ
折
っ
て
し
ま
う
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
小
原
と
田
戸
の
間
の
杉

の
木
は
、
私
が
撮
影
し
た
昭
和
五
十
年
代
も
、

六
十
年
代
で
も
、
や
は
り
毎
年
春
に
は
、
何
本

も
折
れ
て
い
た
の
で
す
。
ア
ワ
の
出
る
谷
を

「
ア
シ
タ
ニ
」と
い
う
が
、
田
戸
の
周
辺
に
は

ア
シ
タ
ニ
が
多
い
。
宮
本
常
一
が
記
し
て
い

る
田
戸
の
川
向
い
の
ア
シ
タ
ニ
は
、
安あ
ん
ぞ
う
だ
け

蔵
岳

の
急
斜
面
の
こ
と
で
し
た
。
私
は
こ
の
斜
面

に
上
り
、
田
戸
集
落
を
見
下
ろ
す
写
真
を
撮

影
し
た
の
で
す
。

　

昭
和
十
年
の
大
雪
に
つ
い
て
も
宮
本
は
記

し
て
い
ま
す
。
昭
和
十
年
の
大
雪
は
奥
丹
生

谷
で
は
三
丈（
約
九
メ
ー
ト
ル
）積
り
、
二
十

日
間
交
通
が
途
絶
え
ま
し
た
。
深
雪
の
中
、余

呉
村
か
ら
村
長
、
県
職
員
、
赤
十
字
の
医
者
と

看
護
師
が
救
助
隊
を
組
織
し
て
田
戸
ま
で
た

ど
り
着
い
た
の
で
す
。
い
ろ
り
火
一
つ
が
家

の
明
か
り
で
し
た
。
雪
底
の
穴
の
中
で
の
暮

ら
し
は
過
酷
で
、
田
戸
、
小
原
、
奥
川
並
、
鷲

見
、
尾
羽
梨
、
針
川
で
九
十
六
人
も
の
病
人

が
出
た
と
い
い
ま
す
。
救
助
隊
は
み
ん
な
何

升
も
の
米
を
背
負
っ
て
き
て
く
れ
た
の
で
し

た
。

　

ア
ワ
や
ノ
マ
や
、
大
雪
が
な
く
て
も
、
厳
し

い
冬
に
つ
い
て
宮
本
は
記
し
て
い
ま
す
。
冬

に
病
気
に
な
る
と
医
者
に
診
て
も
ら
う
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、雪
の

中
に
遺
体
を
埋
め
て
お
き
、
雪
解
け
を
待
っ

て
か
ら
菅
並
ま
で
運
ん
で
検
死
を
し
て
も
ら

っ
た
と
い
い
ま
す
。
暖
か
な
瀬
戸
内
の
島
で

育
っ
た
宮
本
か
ら
す
れ
ば
、
田
戸
の
区
長
の

話
は
想
像
も
で
き
な
い
世
界
で
あ
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

田
戸
の
区
長
か
ら
奥
川
並
地
区
は
紹
介
者

が
い
な
い
と
警
戒
さ
れ
ま
す
よ
と
助
言
さ
れ

た
宮
本
で
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
あ
る
ま

い
と
訪
ね
た
奥
川
並
で
は
受
け
入
れ
て
も
ら

え
ず
に
田
戸
に
引
き
返
し
ま
す
。

　
「
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
行
き
ま
す
？
」と
、
田

戸
区
長
の
奥
さ
ん
か
ら
声
を
掛
け
ら
れ
、　　

　
「
お
宮
へ
参
っ
て
き
ま
す
」と
、
宮
本
は
答

え
た
。

　

そ
こ
か
ら
奥
さ
ん
の
態
度
が
ガ
ラ
リ
と
変

わ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
神
仏
を
敬
う
気
持
ち

の
強
い
奥
丹
生
谷
の
人
々
に
と
っ
て
、
神
社

に
敬
意
を
払
っ
た
宮
本
の
行
動
が
共
感
を
呼

ん
だ
の
で
し
ょ
う
。

　

奥
さ
ん
の
話
で
は
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
が

無
事
に
育
つ
の
は
ま
ず
半
分
だ
と
い
い
ま

す
。
医
者
も
な
く
、富
山
の
置
き
薬
く
ら
い
で

間
に
合
わ
す
の
で
子
ど
も
の
命
は
運
命
に
任

す
よ
り
仕
方
が
な
い
。
し
か
し
育
っ
た
子
の

命
は
強
靭
で
す
。
は
げ
し
く
苛
酷
な
自
然
と

の
た
た
か
い
と
貧
し
さ
の
中
を
生
き
抜
い
て

き
た
も
の
に
は
、
お
の
ず
か
ら
強
さ
が
備
わ

る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ら
エ
ヅ
メ（
カ
ゴ
）に

入
れ
て
山
に
仕
事
に
行
き
、
帰
る
と
子
ど
も

は
泣
き
疲
れ
て
寝
て
い
ま
し
た
。
歩
き
始
め

た
ら
川
に
落
ち
な
い
か
心
配
が
増
え
た
の
で

す
。
子
ど
も
を
自
分
で
見
る
こ
と
が
で
き
る

雪
の
冬
が
待
ち
遠
し
か
っ
た
と
、
山
に
暮
ら

す
母
の
気
持
ち
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
と
奥
丹
生
谷
と
の
付
き
合
い
は
、

一
九
七
一（
昭
和
四
十
六
）年
十
二
月
八
日
の

針
川
集
落
が
離
村
し
た
日
が
最
初
で
し
た
。

前
年
に
奥
川
並
が
離
村
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
を

知
り
、
針
川
の
離
村
は
ぜ
ひ
と
も
記
録
し
た

い
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

五
六
豪
雪（
一
九
八
一
年
）の
時
も
奥
丹
生

谷
に
二
月
一
日
、一
人
で
向
か
い
ま
し
た
。
菅

並
に
車
を
停
め
、
雪
道
を
踏
み
固
め
な
が
ら

小
原
ま
で
歩
い
た
の
で
す
。

　

小
原
に
着
く
と
、
雪
に
埋
ま
っ
た
家
を
掘

り
出
し
て
い
る
方
か
ら
声
を
掛
け
ら
れ
ま
し

た
。

　
「
誰
と
き
た
ん
や
」

　
「
一
人
で
歩
い
て
き
ま
し
た
」と
答
え
る
と

　
「
あ
ほ
た
れ
！
ア
ワ
に
お
う
た
ら
ど
う
す

る
ん
や
」、「
川
に
落
ち
た
ら
ど
う
す
る
ん
や
」

と
目
を
剥
い
て
怒
り
、
私
を
心
配
し
て
く
れ

た
の
は
小
原
の
山
﨑
傳つ
た
おさ
ん
で
し
た
。
こ
れ

が
山
﨑
さ
ん
と
の
出
会
い
で
し
た
。
こ
れ
以

後
、
私
は
奥
丹
生
谷
に
頻
繁
に
通
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。　
　
　
　
　
（
吉
田
一
郎
）
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よ
じ
ろ
う
地
蔵

昭
和
十
年
の
豪
雪
で
転
落
死
し
た

郵
便
配
達
人
を
弔
う

　

鷲
見
と
田
戸
の
間
の
道
路
端
の
岩
肌
を
く
り
ぬ
い
て
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
厨
子
に
お
地
蔵
さ
ん
が
祀
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
の
豪
雪
の

と
き
、
雪
を
か
き
分
け
鷲
見
ま
で
郵
便
を
届
け
る
途
中
に

高
時
川
へ
転
落
死
さ
れ
た
郵
便
配
達
人
を
弔
う
地
蔵
で
し

た
。
正
規
の
郵
便
局
員
が
床
に
伏
し
た
た
め
、
村
の
人
が

代
役
を
務
め
ま
し
た
。「
こ
の
雪
で
は
配
達
は
無
理
」
と

の
声
を
よ
そ
に
「
こ
の
手
紙
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
る

人
に
一
刻
も
早
く
届
け
て
や
ら
ね
ば
」
と
使
命
感
に
燃
え

る
配
達
人
さ
ん
が
鷲
見
の
手
前
で
高
時
川
へ
転
落
さ
れ
た

の
で
す
。
随
行
者
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、
村
中
総
出
で
捜

索
さ
れ
ま
し
た
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
鷲
見
か
ら

東
野
に
移
住
さ
れ
た
谷
口
千
代
子
さ
ん
（
一
九
三
一
年
生

ま
れ
）
は
「
私
が
五
歳
の
時
で
、
主
人
（
谷
口
長
三
さ
ん
）

は
小
学
校
五
年
生
の
時
で
し
た
。
一
週
間
後
に
川
合
（
木

之
本
町
）
の
堰
堤
で
見
つ
か
り
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
頭

の
髪
は
な
く
片
足
に
足
袋
だ
け
が
残
っ
て
い
た
、
と
聞
い

て
い
ま
す
」
と
し
ん
み
り
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
郵
便

配
達
員
は
鷲
見
の
橋
詰
與
治
郎
さ
ん
だ
っ
た
の
で
す
。

　

地
蔵
は
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
の
離
村
後
に
鷲
見
の

移
住
先
の
東
野
・
西
念
寺
の
境
内
に
移
さ
れ
ま
し
た
。 雪の奥丹生谷・小原付近（1970年頃）

（尾羽梨分校勤務・柴田郁造さん提供）
1935年豪雪時、郵便配達中に高時川に転落死した鷲見の橋詰與治郎さんを弔う石地蔵。岩肌の祠にいつも新しい榊
や水が供えられていたので「このお地蔵さんには深い由緒があるに違いない」と思ってカメラに収めておいた。
この写真集の追加取材中に橋詰與治郎さんを祀る石地蔵であることを知った。
現場は「よじろう落ち」、地蔵は「よじろう地蔵」と呼ばれていた（1981年）
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56豪雪のときの田戸集落。正面の山が安蔵岳。
集落を巻くように高時川が流れる。右奥の4キロメートル先に奥川並集落があった（1981年2月1日）
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56豪雪・田戸。人は２階から出入りしていた。
右の瓦屋根が今井巳

み
一
いち

宅（1981年2月1日）
56豪雪・小原。茅葺屋根は雪の重みで傾いている。
家を雪から掘り出す山﨑傳さん。
積雪はこの時点でも約４メートルあった（1981年2月1日）
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56豪雪・小原。雪の中から家を掘り起こす尾﨑正雄さん一家。
棟木が折れている（1981年2月1日）
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五
六
豪
雪

　

一
九
八
一
（
昭
和
五
十
六
）
年
の
豪
雪
は
戦
後
最
大
の

被
害
を
出
し
ま
し
た
。
次
頁
の
新
聞
報
道
で
も
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
一
月
十
一
日
か
ら
降
り
出
し
た
雪
は
、
一
月

二
十
一
日
に
は
鷲
見
も
中
河
内
も
六
・
五
メ
ー
ト
ル
に
達

し
、
鷲
見
で
は
食
糧
が
底
を
つ
い
て
区
長
か
ら
Ｓ
Ｏ
Ｓ
が

発
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
ア
ワ
で
高
時
川
も
家
の
前
の
鷲
見
川
も
埋
ま
り
、
集

落
は
何
も
見
え
な
い
状
態
に
な
っ
た
。
冬
越
し
を
決
め
て

い
た
三
人
以
外
は
高
月
な
ど
へ
下
り
る
予
定
だ
っ
た
が
、

一
晩
に
二
メ
ー
ト
ル
も
積
も
っ
た
の
で
身
動
き
が
と
れ
ず　

十
一
人
が
村
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
米
や
み
そ
、
野
菜

を
み
ん
な
で
分
け
た
が
、
す
ぐ
に
底
を
つ
い
て
し
ま
っ
た
」

と
谷
口
長
三
さ
ん
は
回
顧
さ
れ
て
い
ま
す
（『
広
報
よ
ご
』

一
九
八
一
年
二
月
二
十
八
日
号
）

　

北
陸
線
は
雪
で
運
休
、
道
路
の
除
雪
も
進
ま
な
い
。
長

浜
市
内
の
小
学
校
の
カ
マ
ボ
コ
型
の
屋
根
は
潰
れ
る
、
工

場
の
屋
根
も
抜
け
る
、
通
勤
も
で
き
な
い
、
食
糧
も
買
え

な
い
と
い
う
状
況
が
続
き
、
滋
賀
県
北
部
に
災
害
救
助
法

が
発
動
さ
れ
て
自
衛
隊
が
出
動
、
緊
急
物
資
の
空
輸
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
だ
が
、
自
衛
隊
の
除
雪
も
奥
丹
生
谷
ま
で

は
届
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
年
私
は
三
十
九
歳
。
一
九
八
〇
年
四
月
に
長
浜
市

の
広
報
係
長
か
ら
商
工
係
長
に
異
動
し
て
い
ま
し
た
が
、

家
や
勤
務
先
の
除
雪
に
追
わ
れ
な
が
ら
、「
こ
の
災
害
を

記
録
せ
ね
ば
」
と
い
う
思
い
が
私
の
広
報
マ
ン
魂
を
揺
さ

ぶ
り
ま
し
た
。
二
月
一
日
、
菅
並
に
車
を
置
い
て
単
独
徒

歩
で
小
原
・
田
戸
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
の
記
録
が
二
六
～
三
一
頁
の
写
真
で
す
。
茅

葺
屋
根
の
多
く
が
傾
い
た
り
屋
根
材
が
抜
け
た
り
地
棟
が

折
れ
た
り
と
い
う
惨
状
で
し
た
。
こ
の
雪
の
後
、
萱
葺
き

屋
根
は
ト
タ
ン
張
り
に
修
復
さ
れ
村
の
風
景
が
一
変
し
ま

し
た
。

1981（昭和56）年の豪雪を伝える新聞記事
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第
三
章

祈
り

　

奥
丹
生
谷
に
は
、
自
然
災
害
や
病
か
ら
村
と
家
と
身
を
護
り
、
空
や
大
地
や
巨
樹
巨
岩
に
願
を
か
け
る
人

び
と
の
素
朴
な
祈
り
が
暮
ら
し
の
中
に
息
づ
い
て
い
ま
し
た
。

　

宗
教
は
、
小
原
、
田
戸
は
禅
宗
、
鷲
見
以
北
は
浄
土
宗
で
地
蔵
信
仰
、
観
音
信
仰
が
盛
ん
で
し
た
。
お
墓

は
湖
北
に
少
な
い
両
墓
制
。
埋
め
墓
と
参
り
墓
が
別
々
に
設
け
ら
れ
、
離
村
ま
で
土
葬
が
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
小
原
で
は
白
山
信
仰
南
限
の
地
と
も
い
わ
れ
、
安
蔵
岳
の
山
頂
に
あ
っ
た
小
さ
な
観
音
像
が
里
へ
降
ろ

さ
れ
た
あ
と
、
家
か
ら
家
へ
送
っ
て
い
く
「
回
し
観
音
」
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
寺
も
観
音
堂
も
な
い
小

原
で
は
、
一
カ
月
ご
と
に
観
音
さ
ま
を
預
か
っ
て
お
守
り
し
、
次
の
宿
の
家
に
村
中
が
集
ま
り
観
音
講
と
呼

ぶ
食
事
会
を
開
い
て
き
ま
し
た
。

　

野
神
祭
は
、
村
外
れ
の
巨
樹
に
神
が
宿
っ
て
秋
ま
で
常
在
す
る
と
さ
れ
る
の
が
湖
北
で
は
一
般
的
で
す
が
、

鷲
見
の
野
神
は
鷲
穴
に
大
明
神
を
祀
り
、
八
月
二
十
八
日
ご
ろ
に
素
足
で
高
時
川
の
清
流
を
渡
っ
て
岩
穴
で

神
事
が
執
り
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

一
粒
万
倍
を
祈
る
田
戸
の
初
午
祭
は
雪
の
中
で
ひ
っ
そ
り
と
行
わ
れ
、
小
原
の
疱ほ
う
そ
う瘡
送
り
は
水
辺
で
は
な

く
村
の
鎮
守
の
杉
の
巨
木
の
洞
に
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
田
戸
入
口
の
愛
宕
札
は
全
村
焼
失
と
い
う
悲
惨
な

火
災
を
二
度
と
出
す
ま
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
胸
を
打
っ
た
の
は
、
小
原
の
集
会
所
の

片
隅
の
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
木
像
で
し
た
。
眼
病
を
患
っ
た
村
人
が
「
ど
う
か
私
に
光
を
く
だ
さ
い
。
こ
の

目
を
よ
く
見
え
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
小
刀
で
刻
ん
だ
小
さ
な
木
仏
で
し
た
。
そ
の
人
は
毎
月
お
参

り
し
て
は
抱
き
し
め
て
祈
り
続
け
た
よ
う
で
す
。
寄
木
で
造
ら
れ
た
そ
の
顔
は
半
分
割
れ
落
ち
て
い
て
、い
っ

そ
う
哀
れ
を
誘
い
ま
し
た
。

村を開いた人を讃える聖地とされる小原のダンジュク（大将軍）。
村の中央部に謎の石組みが存在した（1988年）
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アワ除け地蔵堂にお参りする小原の人たち。かつて禅寺が廃寺に
なったあとアワ（表層雪崩）に見舞われ村は大きな被害を受けた。
地蔵の台石には「正徳５年（1715）」の文字が読める。小原出身
の人から「ここにあった寺の住職と村との間に諍いが起き、住職
は追われるように寺を出て行った。その後にアワが発生したので
住職の遺恨を祓うためにこの地蔵がつくられた」という話を聞いた。

（1995年）

小原のアワ除け地蔵。表層雪崩の被害から逃れられるよう祈り続けられた。
現在は今市に移されている（2021年）



3839

眼病で目が悪くなった人が彫った「視力回復願い仏」。寄木が剥がれた顔の墨跡が痛々しい。
小原から今市に移され、太

た だ の
々野㓛

つとむ
さんと坂本馨さんの両家が護持する（2021年）

疱
ほうそう

瘡の神。
疱瘡という伝染病に罹ると赤飯の握り飯をつくり大杉の洞に供え快癒を祈った（小原 1980年）
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鷲見の野神。高時川の対岸の岩窟にあり鷲見大明神とも呼ばれた。
毎年8月28日ごろ野神祭が行われ村中全員がお参りした。洞穴に入ると不思議な霊力を感じたという（1988年）



4243

野神への川渡り。川底は玉砂利、対岸に渡りやすい美しい清流。
まさにみそぎの渡りだった（1988年）

鷲見大明神でのお祓いをうける。
岩窟は普段近づく人がいないため、コウモリの巣になっていた（1998年）
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野神祭には子どもも参列する。
子らは五体で行事のようすを覚え、成長して次の代に伝える（1988年）

八幡神社での例祭で祈る谷口長三さん。
山の神の祟

たた
りがないことと家の平安を祈られたのであろう（1988年）



4647

川渡りのしんがりを務める久保吉郎さん。
世話人は毎年替わるが、大事な祭祀道具である提灯を脇に抱え、背には三宝を背負っている（1988年）
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小さな稲荷の祠に祈る村の長老・今井巳一さん。
一粒万倍を祈る行事として伝承されてきた（1994年）

「今日は初午（はつうま）、お稲荷さまにお詣りじゃ」。
春日神社への雪道を登る田戸の老婦（1994年）
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初午のお供えは、おキツネさんの好きな油揚げとイワシと団子。
それを手にする今井静江さん。初午は2月最初の午の日、京都の伏見
稲荷神社の神が降りた日がこの日であったといい、全国で稲荷社を祀
られるが、山深い田戸でも稲作や養蚕の豊作を願って同様の祭事が行
われてきた。神社の本殿には弓打ち式用の弓も残されていた（1994年）

初午の日、春日神社の本殿前で焚火を囲む田戸の人たち。
戸数が減ってこれで村中全員集合だ（1994年）



5253

焚火を囲み雪上での直会。アテは供物のお下がりのアゲとイワシと串団子。
誰かがゴボウ、レンコン、コンニャクの煮物を持ってきた。「茶碗酒が五臓六腑にしみわたる」と今井柳三さん（左）（1994年）



5455

地蔵に祈る今井巳一さん。地蔵には一体一体に深い由緒がある。
田戸の入口の石垣に組み込まれていた石仏の由緒を聞き逃したが、
家の墓地には入れない無縁の霊を村人は弔ったのであろう。自然
災害による犠牲者か、転落等による事故死か、行路病人か、一基
には一人ではない何人もの霊を宿すこともあり、穏やかな山里の
悲しい歴史がここにあった（1985年）

小原の回り観音。安蔵岳山頂にあった厨子高約40センチ
のこの観音を月毎に各家を回し観音講を営んだ（2021年）



5657

鷲見八幡神社の例祭。村のほとんどの家が血縁で結ばれ
ている鷲見の祭りは大家族の寄り合いのよう（1988年）

お参りの人への振る舞い酒。「これは川口家からの祝い酒や」。
茶碗を受ける人の表情が緩む（1988年）

神前に祈る。手前のメガネの人・瀬川俊一さんはこの1ヵ月後に
ソバ畑で倒れ還らぬ人に（1988年）



5859

鷲見を護る７人の世話人。
左から木下清、山口勇太郎、久保秀雄、山根宮司、橋詰儀三郎、瀬川俊一、久保吉郎、川口一治のみなさん（1988年）
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小原。産
うぶすな

土神に参る人びと。
祈りの背に個と集団の原理がうまく組み合わさった村の姿が見える（1994年）

小原、氏神への道は心地よい坂道。
初秋の陽射しをあびて笑顔がほころぶ。正面の家が山﨑傳さん宅（1994年）

小原。里帰りした人同士が顔を見て「元気か、そうか、よかった」と
言う言葉をかけあっていた（1994年）

小原春日神社。頭上に舞う榊、その風切る音が村人の心を一つに
繋ぎ村に平安をもたらしてくれる（1994年）
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小原、春日神社前。「ふるさとは、境遇も何もが違う者同士が心をある方向に寄せていける内的空間」。
越後・奥

おくみおもて
三面を記録した映画監督・姫田忠義さんの言葉が思い出された（1994年）



6465

明治28（1895）年大水害時の殉職警官を祀る石地蔵。
同年湖北は大水害に見舞われた。7月28日からの豪雨は木之本で
4日間に504ミリ、8月5日までに711ミリを記録。
8月2日伊香郡丹生村尾羽梨で滋賀県警察本部の森本平次郎警部は
濁流に流され殉職された。警部は水が引いた後南浜のヤナで見つ
かり、村人らによって石地蔵が造られた。いまその石仏は洞寿院
境内に移されている（2021年）

「お地蔵さんも寒かろう」と、村の誰かが発泡スチロールの箱に
お地蔵さんを入れていた。半明の墓地の近く。
人は去っても、今も六地蔵が村を見つめている（2001年）



6667

小原の精霊流し。お盆に迎えたご先祖の御霊を家族で偲びそれを
送る行事。精霊はご先祖だけでない。山川草木に宿る魂をも供養
する神聖な祈りの場とされた。高時川源流だけでなく、安曇川や
愛知川源流域でも行われてきた。精霊崇拝は日本人の精神性の原
点とも言われるが、小原での行事は集団移住で消えた（1995年）

川辺に設けられた精霊棚。
あすはわが身という無常観が漂い思わず厳粛な気持ちになる（1995年）



6869

鷲見、川口さや香さんの宮参り。山根宮司に祝詞をあげてもらう。
「健康で明るい子に育ってほしい」と父一治さんは願ったことだろ
う。産土神へのお参りは「村の一員にならせてもらいます」とい
うご挨拶の場でもあった。村を離れて家を構えている人が宮参り
に氏神に詣でることはほとんどない。血縁で繋がりあっている鷲
見の村にとって赤ちゃん誕生は嬉しい出来事だった（1988年）

鷲見、宮参りを終えた川口一治さんとさや香さん（昭和63年生まれ）。
石段の子は兄の亮人くん（1988年）



7071

鷲見の埋め墓。等身大の石地蔵が墓と村（写真右下）を見守る。
石地蔵の向こうに六地蔵の祠があり、その奥の杉木立のところに
浄土宗・西念寺と参り墓があった。鷲見の村はこの地蔵さんとご
先祖に見守られているような雰囲気があった。写真左手斜面には
焼畑が行われた跡が見えた（1988年）

鷲見、瀬川俊一さんの埋め墓。瀬川さんは大正10年生まれ。
自治会長として、草刈り等の先頭に立たれていた１カ月後の姿だった（1988年）



7273

明治27（1894）年。全村消失（14戸のうち13戸全焼）の大火
に見舞われた田戸は、以後、火伏せの神・愛宕大神に祈り続けた。
毎年村の代表が京都の愛宕神社にお詣りして祈祷札を受け、各家
に配ったあと村の入口にも掲げた（1994年）

豊作を願う祈祷札。
六所神社のお札を田んぼの水口に立て病虫害から逃れられることを祈った（1988年）



7475

奥丹生谷七ヵ村の生計の柱だった木炭。
四角い俵は１級品、丸い俵は２級品とされた。鷲見（1980年）

第
四
章

暮
ら
し

　

高
時
川
源
流
の
七
ヵ
村
は
猫
の
額
の
よ
う
な
水
田
し
か
な
か
っ
た
た
め
暮
ら
し
は
炭
焼
き
に
依
存
し
て
き

ま
し
た
。
炭
を
焼
い
て
組
合
に
出
荷
し
て
お
け
ば
、
米
・
塩
・
砂
糖
・
味
噌
・
醤
油
な
ど
は
口
座
引
き
落
と

し
で
手
に
入
る
た
め
現
金
を
持
た
な
く
て
も
生
活
が
で
き
ま
し
た
。
炭
焼
き
は
夫
婦
で
営
ん
で
き
ま
し
た
が
、

炭
焼
き
窯
を
造
る
と
き
な
ど
は
何
人
も
の
応
援
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
水
田
作
業
も
同
様
で
、「
ユ
イ
」

と
呼
ば
れ
る
手
伝
い
あ
い
と
血
縁
に
よ
る
助
け
合
い
で
暮
ら
し
は
成
り
立
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

伐
採
、
炭
焼
き
、
焼
畑
な
ど
の
山
仕
事
と
豪
雪
の
中
で
の
行
動
は
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で
し
た
。
そ
こ
か

ら
身
を
守
り
家
を
繁
栄
さ
せ
る
た
め
に
、
人
び
と
は
大
自
然
と
祖
先
に
祈
り
続
け
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
神
々

を
信
じ
、
月
の
満
ち
欠
け
に
よ
る
人
の
生
死
や
気
候
変
動
な
ど
自
然
の
摂
理
を
受
け
止
め
て
き
ま
し
た
。

　

米
は
自
家
用
米
の
三
分
の
一
ほ
ど
し
か
自
給
で
き
ず
、
焼
畑
で
の
ソ
バ
、
ア
ワ
、
ヒ
エ
、
キ
ビ
な
ど
で
補

給
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
山
か
ら
は
ト
チ
、
バ
イ
、
ク
リ
や
山
菜
な
ど
が
豊
富
に
得
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
限
り
あ
る
資
源
の
恩
恵
を
平
等
に
得
る
た
め
に
「
ク
チ
」
と
呼
ば
れ
る
解
禁
日
を
設
け
、
抜
け
駆
け
と
乱

獲
を
戒
め
合
い
ま
し
た
。
山
の
猟
で
ク
マ
、
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
、
ウ
サ
ギ
、
タ
ヌ
キ
や
、
キ
ジ
、
ヤ
マ
ド
リ
、

ツ
グ
ミ
な
ど
を
、
川
か
ら
は
ア
ユ
、
マ
ス
、
イ
ワ
ナ
な
ど
の
蛋
白
源
を
得
て
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
山
に
生
か

さ
れ
た
暮
ら
し
が
あ
っ
た
の
で
す
。
保
存
食
の
工
夫
は
多
様
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
赤
カ
ブ
ラ
や
沢
ア
ザ

ミ
の
漬
物
な
ど
は
山
里
で
し
か
味
わ
え
な
い
絶
妙
の
味
で
し
た
。
一
千
種
類
以
上
あ
る
山
野
草
の
八
割
は
漢

方
薬
に
な
る
と
言
わ
れ
、
村
の
人
た
ち
は
高
い
レ
ベ
ル
の
薬
学
の
知
恵
も
持
っ
て
い
ま
し
た
。
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谷
へ
集
め
ら
れ
る
炭
焼
き
用
の
原
木

   （
一
九
八
〇
年
）

煙を上げる炭焼き窯。煙の色で窯の中の温度を判定し
火を止める時間を見極めた。タイミングがずれると原
木は灰になってしまう。炭は窯から出して俵に詰め、
4～５俵を背負い、何時間もかけて林道ちかくまで運
び出した。原木が尽きると３～４年で別の場所に新し
い窯を築いた。半明で（1980年）

窯に原木を詰め込む。１窯で80～100俵。火入れか
ら窯出しまで約10日、年に10回、1000俵近く焼く
人もいた。用材のほとんどがナラ。奥川並ではツバキ
等の材で固く金属音がし長時間火持ちがする「黒木」
と呼ばれる最高級の炭が産出された。上丹生で（2021年）
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ソバの実。黒く尖った実は石臼で挽いて粉にした
転作田を活用した鷲見・久保吉郎さんのソバ畑。
ソバの花は白い絨毯のようだった（1981年）

赤カブラを手にする山口勇太郎さん（鷲見）。
大根とともに、どっさり漬け込む（1994年）

焼畑。上の写真は平地だが、焼畑の多くは山の斜面
のハダレと呼ばれる共有地で行われた。赤カブラ、
ソバ、アワ、小豆などが栽培され、４年目にはその
場所から別の場所が開墾された。谷口長三さん一家。
鷲見（1994年）
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小原橋直下の黒
くろぶく

土の水田。
機械で田植えしたあと補植する山﨑傳さん一家。
下の田は休耕田（1991年）

田戸、安蔵岳の棚田。１年中谷水が切れることはなく、
干ばつの年ほど、この谷は豊作だったという（1980年）
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サル除けのタイヤを燃やす小原の山﨑傳さん。谷間にたなびくゴムが焼ける臭いをサルは嫌って
近づかなかった。完熟前の稲穂を狙うサルを村の人は「ヤマノヒト」と呼んでいた（1991年）
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田戸、奥川並林道沿いに設けられた稲
は さ

架。田戸の水田は集落周辺
のみだった。安蔵岳山麓に点在するため春は雪崩による落石を取
り除き、洪水で稲が倒伏したときは複数の稲株を括って育てた。
秋は時雨しぐれが多いため、刈り取った稲は稲架掛けした。「照り
降り十日」収穫の十日目が脱穀の目安とされた（1991年）

稲刈りと稲架掛け作業を終えてくつろぐ小原の山﨑傳さん夫妻と
手伝いの今井静江さん（右の人）（1991年）
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バイの収穫をする小原の山﨑富子さん。ドングリのような
形で、てんぷら油も搾られた高栄養果実。子どもがカゼひ
いたら「バイの実２粒食べさせよ」と言われたほど。バイ
の木は山肌を這うように下へ伸びた。9月15～25日が収穫
の適期。アクの抜き方に先人のチエがあった（1991年）

トチ。春、巫女の鈴のような大きな花をつける。
その蜜は珍重され、実は9月15日ごろ落果する。それ
を拾うのに「トチノクチ」という解禁日が決められて
いた。拾ったら数日水に浸して虫を除き、天日乾燥さ
せて取り込み、冬仕事に固い皮を剥き木灰をまぶして
アクを抜いて食した。主食をおぎなった高澱粉質食品
だった（2020年）

トチの実とバイ（2021年）
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て
ぼ
く
の
宝
に
し
て
い
ま
す
」
と
ク
マ
撃
ち
名

人
を
懐
か
し
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

旧
暦
の
十
月
二
十
日
、
新
暦
で
は
十
一
月

末
、
雲
の
動
き
で
大
雪
に
な
る
か
ど
う
か
を
占

う
「
雲
定
め
」
と
い
う
習
慣
が
鷲
見
周
辺
に
根

付
い
て
い
ま
し
た
。
北
西
の
風
が
吹
き
南
東
に

雲
が
湧
く
と
そ
の
年
は
大
雪
に
な
る
と
い
う
の

で
す
。
そ
れ
は
明
治
時
代
の
天
文
学
・
太
陰
暦

の
知ち

し

ご
死
期
と
呼
ば
れ
る
気
象
学
で
雪
だ
け
で
な

く
風
水
害
も
人
の
生
死
も
す
べ
て
月
の
引
力
よ

　

鷲
見
の
久
保
吉
郎
さ
ん
（
一
九
三
一
年
生
ま

れ
、
故
人
）
は
一
冬
に
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
を
十
一

頭
も
射
止
め
た
こ
と
が
あ
る
熊
撃
ち
名
人
で

し
た
。
離
村
前
年
の
一
九
九
四
年
二
月
十
三

日
、
私
は
弁
当
を
持
参
し
久
保
さ
ん
宅
で
一
日

中
ク
マ
撃
ち
の
話
を
訊
き
ま
し
た
。
久
保
さ
ん

六
十
三
歳
の
と
き
で
し
た
。
以
下
は
久
保
さ
ん

の
話
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　
「
炭
焼
き
が
で
き
な
く
な
る
冬
は
犬
と
山
に

入
っ
た
。
行
動
範
囲
は
自
宅
か
ら
半
径
二
キ
ロ

ほ
ど
の
狭
い
区
域
。
マ
タ
ギ
で
な
い
の
で
遠
く

ま
で
は
行
か
ん
。
雪
が
降
る
ま
で
に
冬
眠
し
そ

う
な
穴
を
三
百
ヵ
所
ほ
ど
見
つ
け
て
お
く
。

　

猟
期
は
十
一
月
十
五
日
か
ら
二
月
十
五
日
ま

で
。
雪
が
固
ま
っ
て
歩
き
や
す
く
な
っ
て
か
ら

行
動
す
る
。
冬
眠
穴
は
木
穴
と
岩
穴
が
あ
る

が
、
九
割
方
は
木
穴
。
深
い
雪
の
下
で
も
犬

が
臭
い
で
嗅
ぎ
つ
け
て
く
れ
た
。
雪
を
掘
っ
て

穴
の
中
の
ク
マ
を
見
つ
け
る
。
丸
く
な
っ
て
冬

眠
し
て
い
る
の
で
近
づ
い
て
も
動
か
な
い
。
棒

で
突
っ
つ
き
倒
し
て
や
っ
と
顔
を
上
げ
る
。
し

か
し
穴
の
中
で
撃
っ
て
も
引
き
出
せ
な
い
。
さ

ら
に
突
い
て
穴
か
ら
半
分
身
を
乗
り
出
し
た
と

こ
ろ
を
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
至
近
距
離
か
ら
狙

う
。
四
十
貫
（
百
五
十
キ
ロ
）
を
超
す
大
物
は

翌
日
何
人
か
に
運
び
出
し
を
手
伝
っ
て
も
ら
っ

た
。
カ
ネ
に
な
る
の
は
肉
よ
り
ク
マ
の
胆
。
節

分
の
こ
ろ
に
子
を
産
む
が
こ
の
こ
ろ
の
胆
が
一

番
大
き
く
万
病
の
薬
と
し
て
値
が
高
か
っ
た
。

家
に
持
ち
帰
っ
て
か
ら
捌
い
た
。
皮
は
捨
て
た

が
肉
は
脂
が
分
厚
い
の
で
う
ま
か
っ
た
。
肉
は

ウ
ッ
デ
ィ
パ
ル
が
高
く
買
っ
て
く
れ
た
。
胆
は

囲
炉
裏
の
上
で
乾
燥
さ
せ
た
。
三
十
グ
ラ
ム
ほ

ど
の
胆
に
四
十
万
円
以
上
の
値
が
つ
い
た
。
ウ

サ
ギ
は
一
冬
で
六
十
匹
獲
っ
た
こ
と
が
あ
る

が
、
近
年
は
キ
ツ
ネ
や
テ
ン
が
増
え
た
の
で
ウ

サ
ギ
は
減
っ
て
し
ま
っ
た
」。

　　

余
呉
町
立
丹
生
小
学
校
尾
羽
梨
分
校
最
後
の

先
生
・
柴
田
郁
造
さ
ん
（
一
九
四
六
年
生
ま
れ

＝
長
浜
市
室
町
）
は
「
冬
季
分
校
の
寄
宿
舎
で

の
お
別
れ
会
は
ク
マ
肉
の
す
き
焼
き
で
し
た
。

久
保
吉
郎
さ
ん
に
、
来
年
ク
マ
が
獲
れ
た
ら
毛

皮
が
ほ
し
い
と
頼
ん
で
お
い
た
ら
、
ナ
マ
の
皮

を
肥
料
袋
で
届
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
剥
製
に
し

久
保
吉
郎
さ
ん

雲
定
め

尾
羽
梨
分
校
最
後
の
先
生
の
回
顧
談

ク
マ
撃
ち
名
人

左写真は久保吉郎さん（右）と瀬川俊一さん。
下写真は獲れたクマ。近所の人も駆けつける（久保秀行さん提供）

雲定めする久保吉郎さん（1994年 鷲見）

る
も
の
だ
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

久
保
吉
郎
さ
ん
は
、
一
、二
、九
、十
は
九
、

六
、六
。
三
、四
、五
は
五
、五
、八
、八
。
六
、七
、

八
は
七
、七
の
四
、四
。
と
呪
文
の
よ
う
に
唱
え

ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
太
陰
暦
の
知
死
期
の
法

則
で
し
た
。
こ
の
法
則
に
よ
っ
て
、
ア
ワ
、
雪

崩
な
ど
の
気
象
異
変
が
予
知
さ
れ
、
こ
の
時
期

に
は
動
く
な
、
こ
の
時
間
に
は
ど
の
谷
で
雪
崩

が
起
る
と
予
想
さ
れ
、
山
の
暮
ら
し
の
行
動
指

針
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
知
恵
に
よ
っ
て
雪
山

へ
猟
に
入
る
久
保
さ
ん
は
身
の
安
全
を
確
保
し

て
き
た
の
で
す
。
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小原では、800年ほど前からイタヤカエデの木を薄く剥いで籠
やさまざまな容器がつくられた。竹籠より丈夫でうまく使えば
100年以上使用に耐えると言われ、奥川並や近郷の村でも作ら
れてきた。下の写真は藁ぞうり。一人年間100足必要で、5人家
族なら500足が冬仕事でつくられた（1984年）

囲炉裏端。囲炉裏は煮炊きや食事の場であり、いつも釜かヤカンには湯が沸いて
いた。家族が座る場所は決められていたが、そこは客間ともなり、火を囲んで笑
顔が絶えなかった。子どもが小さいうちは勉強を教える場になり、女性の裁縫の
場ともなった。写真は田戸の今井巳一さん宅。近所の今井柳三さん、髙橋久雄さん、
今井静江さんが来て楽しげに語りあっていた。お酒も出されていた（1994年）
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漬物。厳しい冬を乗り切るために大きな桶にいくつも漬けら
れた。白菜、大根、カブラだけでない。山菜もいろいろ漬け
る。田の肥料のニシン搾りかすの身の付いている部分を選り
出して大根、人参とつけた鰊

にしん
の麹漬けは山里の食文化だった。

味噌は寒い時期に大量につくった。大釜で茹でた大豆と麹と
塩をまぶして熟成させた。山里の保存食には「発酵」をうま
く生かす技があった。豆腐もコンニャクも自家製造（鷲見で
1979年）

藁の雪靴。カンジキをつけて雪道を行くとき歩きやすかった。
ゴム長靴登場後も愛用された。田戸、髙橋久雄宅前。
藁履は、久雄さんの母きりゑさんが作った（1994年）
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田戸、髙橋久雄さん宅。
集会所上の山の木の伐採が始まり、索道（ワイヤー）で材木をおろした。
談笑している4人の左が髙橋久雄さん、右端が今井巳一さん。
奥の家は今井柳三宅。右奥が春日神社（1994年）

小原。山﨑左馬太さん宅前の石段は応接間のようだった。
山﨑左

さ ま た
馬太さんと妻 八重さん（立つ２人）と尾﨑和彦さん（左）と２人の子、

妹の彩
あや

さんと姉の由里さんと坂本多鶴子さん（中央）（1994年）
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鷲見の山口勇太郎さん宅。
石垣の上の高台で村が見通せる位置にあった。
トントントンと鷲見川へ下りればそこは山口家専用の洗い場。
対岸に渡る橋も山口家が設置していた（1979年）

1975（昭和50）年の鷲見。ほとんどの家が萱葺きだった。
老婦はどこへ行かれるのか。写真左は割木小屋。
囲炉裏とカマドと風呂焚き用に一冬に大量の割り木や柴が必要だった
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小原のショウズ（共同井戸）。
集落が谷あいのような所にあるため年中清冽な水が湧き出してい
た。野菜や食器の洗い場や冷蔵庫代わりにもされた。主婦にとっ
ては何より楽しいおしゃべりの場だった。井戸の上手に半鐘楼が
あり、氏神・春日神社への道は井戸端を通らなければならず、こ
の井戸を中心に村が開けた。昭和30年代に水道が引かれた後も井
戸は使い続けられた。井戸は今も残る（1994年）

小原のショウズは村の暮らしを支える命の水だった。
手で水を飲む山﨑左馬太さん。風呂水もここから運んだ（1994年）
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鷲見川で里芋を洗う山口はるのさん。
奥の後ろ姿は自宅前で薪を割る夫の山口勇太郎さん（1995年）

自宅前の鷲見川で顔を洗う谷口長
ちょうぞう

三さん。
私はこの水で冷やした素麺をご馳走になった（1995年）
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火災や災害を知らせる半鐘の打鐘板。奥丹生谷は過去に何度も火
災に遭っている。記録によると1877（明治10）年奥川並3戸4棟
全焼、1878（同11）年奥川並5戸6棟、1888（同21）年尾羽
梨6戸8棟、1894（同27）年田戸13戸19棟、1911（同44）年
小原2戸、1957（昭和32）年半明9戸15棟全焼とある。昼間は
皆が山仕事。危急告知の早鐘を聞いて人びとは山から駆け下りて
きた（1980年）

「火の用心」、真昼の夜回りをする田戸の今井巳一さん。過去に火
災で全てを失った悲しい出来事を人びとは幼い時から聞いている。
ひとたび火災が発生すると、谷あいには火の竜巻が起き、あっと
いう間に猛火に包まれる怖さをみんなが知っている。全村焼失と
いう災禍から立ち上がってきた田戸の人たちの共有林活用などの
結束力は凄いとしか言いようがない（1994年）
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第
五
章

分
校

　

奥
丹
生
谷
に
は
三
つ
の
分
校
が
置
か
れ
ま
し

た
。
余
呉
町
立
丹
生
小
学
校
小
原
分
校
、
奥
川

並
分
校
、
尾
羽
梨
分
校
で
、
一
～
四
年
生
は
、

針
川
・
鷲
見
は
尾
羽
梨
へ
、
田
戸
・
小
原
は
小

原
へ
、
奥
川
並
は
奥
川
並
へ
通
い
ま
し
た
。
奥

川
並
と
小
原
間
は
五
キ
ロ
以
上
も
距
離
が
あ
り
、

五
～
六
年
生
は
夏
場
は
小
原
分
校
へ
自
転
車
通

学
で
し
た
が
、
冬
は
奥
川
並
・
針
川
・
尾
羽
梨
・

鷲
見
・
田
戸
の
五
～
六
年
と
中
学
生
は
小
原
分

校
で
寄
宿
生
活
を
し
て
き
ま
し
た
。
半
明
は
中

河
内
小
学
校
へ
。
鷲
見
に
も
冬
期
臨
時
分
校
が

つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
小
学
生
の
寄
宿
生
活
が
人

間
を
鍛
え
て
き
た
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　

奥
川
並
分
校
と
尾
羽
梨
分
校
は
離
村
と
と
も

に
閉
校
に
な
り
ま
し
た
が
、
離
村
ま
で
は
先
生

一
人
、
児
童
一
人
の
複
々
々
式
学
級
の
状
態
が

続
き
、
先
生
は
一
人
で
全
教
科
を
教
え
ま
し
た
。

　

平
成
七
年
小
原
分
校
も
閉
校
に
な
り
ま
し
た
。

1969（昭和44）年11月、奥川並の集団移住とともに奥川並分校
も閉鎖された。最後の3年間は先生１人、児童１人の状態が続き、
黒板には「さようなら、またのあう日まで 奥川並分校」と書かれ
ていた。黒板の小さな字は「本を読みました。絵も書きました。
けんかもしました。でもこの分校の先生と仲間たちが大好きでした。
人影もなく、学ぶ児童がいなくても、奥川並分校は生きています・・・」
とあり、黒板は建物が朽ちるまで存在した。この分校は多くの人物、
人材を輩出している。大自然の中で子どもたちは耐える力、生き
る力を身につけたのだろう。（1980年）

尾羽梨分校（左）と鷲見冬季分校の子どもたち
（尾羽梨分校最後の先生、柴田郁造さん提供）
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倒壊寸前の奥川並分校校舎。
閉校から10年も経つと校舎は荒れ果てた。最盛期76戸あった村
は木炭不振で離村時17戸になっていた。分校は集落の川を隔て
た対岸にあり、丸太橋でつながっていた。閉校後児童は、1970
年３月までは小原分校で寄宿生活をし、４月から余呉、今市の
片岡小学校へ通った（1980年）

1975（昭和50）年の尾羽梨分校。離村から４年目。
家はなくなり分校の建物だけが残っていた。
ブランコの子は私の長男（昭和44年生まれ）
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子どもたちが彫った記念塔。
冬は積雪の目安ともされた。先生だった小柳文之進さん（1943
年生まれ＝故人）は文集に「防雪板が一面に貼られた暗い教室で、
あたたかい千切大根のお味噌汁をいただくときは誰もが笑顔で、
一日のうちで一番心の休まるときでした。幼い子どもにとって両
親と３ヵ月も離れて冬を乗り切ることはつらいことだったでしょう。
でも、誰一人として父母に会いたい、と口にする子はいませんでした」
と記している（1996年）

丹生小学校小原分校。
田戸と小原の全学年と、針川・尾羽梨・鷲見・奥川並の5～6年生
が通学し、子どもたちは３ヵ月は親の許を離れてこの分校で寄宿
生活を送った。小学生が掃除も洗濯も自分たちでやり、放課後も
薪ストーブを囲んで自主勉強に励んだ。1階は玄関ホール、体育館、
ステージつきの家庭科室、台所、風呂トイレ。2階が教室で、教
室は1～4年と5～6年に分かれ、家庭科室が子らの宿舎となった。
ストーブが燃えるホールが自習室とされ、教員宿舎は別棟だった

（1996年）
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雪の小原分校。冬季は5～6年生だけでなく、中学生も寄宿してここで学び、中学生が5～6年生の生活指導をするようになっていた。
児童生徒数が多いときは田戸の民家が寄宿を受け入れた（1980年）
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第
六
章

遷
座
（
神
を
移
す
）

　

神
様
を
移
す
「
遷
座
」
と
い
う
祭
事
は
日
本
人
の
精
神
性
の
象
徴
的
な
儀
式
で
、
深
夜
に
厳
か
に
行
わ
れ

ま
し
た
。
伊
勢
神
宮
遷
座
の
地
方
版
で
す
。
鷲
見
で
は
昼
に
町
長
や
水
資
源
公
団
関
係
者
な
ど
を
招
い
て
離

村
式
が
行
わ
れ
、
夜
、
村
中
参
加
の
会
食
会
の
あ
と
行
列
を
な
し
て
の
神
移
し
式
で
し
た
。
遷
座
先
は
、
鷲

見
の
八
幡
神
社
は
余
呉
町
東
野
の
八
幡
神
社
へ
、
小
原
と
田
戸
の
春
日
神
社
は
今
市
の
佐
味
神
社
に
、
半
明

の
愛
宕
神
社
は
中
河
内
の
広
峯
神
社
に
合
祀
さ
れ
ま
し
た
。
離
村
式
、
遷
座
祭
は
家
の
当
主
は
正
装
で
す
。

夜
の
会
食
は
最
後
の
晩
餐
と
な
り
、
社
務
所
に
入
れ
な
い
人
は
境
内
に
筵
を
敷
い
て
円
座
を
つ
く
り
ま
し
た
。

大
声
を
出
す
人
は
な
く
、
宴
は
粛
々
と
行
わ
れ
ま
し
た
。
神
の
収
ま
っ
た
長
持
を
村
人
は
見
送
り
、
遷
座
先

の
東
野
、
今
市
の
人
た
ち
は
最
敬
礼
す
る
よ
う
に
迎
え
ま
し
た
。
子
孫
が
新
し
い
村
で
、
神
の
下
に
仲
良
く

や
っ
て
い
け
ま
す
よ
う
に
と
、
移
転
先
の
神
社
の
社
殿
や
社
務
所
の
整
備
に
鷲
見
・
小
原
・
田
戸
区
は
巨
額

の
寄
進
を
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

神
移
し
に
も
、
氏
神
の
遷
座
と
野
神
の
遷
座
が
あ
り
、
鷲
見
の
野
神
は
岩
窟
の
鷲
見
大
明
神
で
ご
神
体
は

石
で
し
た
。
岩
穴
で
の
神
事
の
後
、
高
時
川
の
清
流
を
若
い
人
に
背
負
わ
れ
て
渡
り
、
移
住
先
の
東
野
に
新

築
さ
れ
た
西
念
寺
境
内
の
新
設
お
堂
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
鷲
見
の
岩
窟
に
は
人
が
近
づ
く
こ
と
が
な
く
な
っ

た
た
め
、
い
ま
コ
ウ
モ
リ
が
増
え
続
け
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

鷲見、離村式の日、八幡神社の境内で。
村を離れている人も帰ってきての遷座準備の昼飯（1995年10月22日）
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離村式に臨む。右の黒衣の人は氏子代表山口勇太郎さん。
これから別れの式典が始まる（1995年10月22日）

鷲見、八幡神社の老杉も伐られ、
56項の鬱

うっそう
蒼とした鎮守の杜が寂しい姿になってしまった

（1995年10月22日）
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鷲見離村式。1995（平成７）年10月22日、八幡神社境内で執り行われた。
この日の夜にご神体が余呉町東野の八幡神社に移された。写真前列手前が畑野佐久郎余呉町長
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こんな会食は村人の誰もが初めての経験。
別れの会をテレビ局も取材した（1995年10月22日）

遷座を前に社務所での最後の会食。
県・町・ダム建設関係者も招かれた（1995年10月22日）

女性や家族は屋外のムシロで円座をつくる。
晩秋10月の夜は寒かった（1995年10月22日）

言葉少なく茶碗酒を酌み交わす。
上座にはご神体を収める長持の準備が整っている（1995年10月22日）
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遷座の列は鷲見川を渡って村を出る。
祝い唄はない。無言の行列。行先は東野・八幡神社

（1995年10月22日）

神移し。ご神体が社殿を出る。
照明はなく提灯の明かりだけが頼り。厳粛な光景だった

（1995年10月22日）
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鷲見野神最後の日。提灯も供物も何もない。
「平穏無事をありがとう」と村人みんなが手を合わす（1996年）

今度は鷲見の野神移し。
「ひゃ～冷たい」高時川の清流を素足で渡って野神鎮座の岩窟へ進む（1996年）
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鷲見の野神のご神体は石だった。
もうこの岩屋へ誰も来ることはないだろう。
最後の記念写真（1996年）

鷲見の野神、厨子開扉前の記念写真。
これから移住先の余呉町東野に新築された西念寺境内のお堂へお移りだ

（1996年）
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白布で包まれた鷲見大明神を西念寺本堂入り口に
新築された御堂へ運ぶ谷口到

いたる
さん（1996年）

野神を背負い再び高時川の清流を下る。
行先は余呉町東野の新天地、新しい堂が待っている（1996年）
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田戸・小原離村式。
田戸と小原の氏神はどちらも春日神社。1995年8月24日、２つ
の村の離村式は同じ宮司のため時間をずらして執行された。村人
が交代で毎月1日と15日は神酒と榊を捧げ続けてきた。神社での
式典のあと御神体は長持に納められ、田戸と小原は別々に、小原
は一旦、太々野㓛さんの家に入り、夜を待って余呉町今市の佐味
神社に合祀された。
写真は、田戸・春日神社を出るご神体。田戸は日が暮れるまでに
今市に移された

田戸離村式。氏神春日神社で最後のお別れ。
穏やかな式典だった（1995年8月24日）
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余呉町今市・佐味神社に向かう小原春日神社遷座の列。ご神体の長持は、尾﨑勝幸さんと坂本馨さんが担いだ。
今市の人たちは「ようこそ、ようこそ、賑やかになってよかった。これから仲ようたのみます」と腰を折って出迎えた（1995年8月24日）
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第
七
章

離
村

　

一
九
六
九
（
昭
和
四
十
四
）
年
離
村
の
奥
川
並
、
昭
和
四
十
五
年
離
村
の
針
川
、
昭
和
四
十
六
年
離
村
の

尾
羽
梨
の
離
村
式
は
取
材
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
半
明
も
当
初
ダ
ム
水
没
地
域
で
は
な
か
っ
た
こ
と
と
最
奥

の
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
取
材
不
足
と
な
り
ま
し
た
。
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
八
月
末
の
私
の
調
査
時
に
は

半
明
は
全
戸
離
村
さ
れ
家
々
は
解
体
撤
去
さ
れ
た
後
で
し
た
。
一
九
五
七
年
の
火
災
か
ら
復
興
し
た
半
明
の

村
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
消
え
た
、
と
い
う
の
が
私
の
実
感
で
し
た
。

　

ダ
ム
建
設
計
画
以
前
に
離
村
さ
れ
た
三
つ
の
村
の
う
ち
、
針
川
の
最
後
の
家
が
荷
物
を
運
び
出
す
よ
う
す

は
撮
影
で
き
ま
し
た
。
一
三
三
～
一
三
五
頁
の
写
真
で
す
。
一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
十
二
月
八
日
雪
の

降
る
日
。「
は
よ
せ
ん
と
雪
が
ひ
ど
な
る
で
ぇ
～
、
車
が
動
か
ん
よ
う
に
な
る
で
ぇ
～
」
と
振
り
返
り
せ
か
す

女
性
は
中
川
美
代
さ
ん（
一
九
三
一
年
生
ま
れ
、当
時
三
十
九
歳
）で
あ
る
こ
と
が
写
真
展
で
判
明
し
ま
し
た
。

「
こ
れ
私
や
」
と
名
乗
り
出
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
ト
ラ
ッ
ク
運
転
は
夫
の
中
川
璋
さ
ん
と
小
原
の
山
崎
傳

さ
ん
。
ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
の
一
本
を
外
し
て
雪
の
山
道
決
死
の
搬
出
作
業
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

畑
野
佐
久
郎
元
余
呉
町
長
は
生
前
「
ぼ
く
が
余
呉
村
役
場
総
務
課
の
と
き
で
、
ト
ラ
ッ
ク
の
帰
着
が
あ
ま

り
に
も
遅
い
の
で
捜
索
隊
を
出
そ
う
と
協
議
し
て
い
た
と
き
、
ク
ル
マ
の
ラ
イ
ト
が
ぼ
ぉ
～
っ
と
見
え
職
員

や
待
ち
受
け
た
み
ん
な
で
喜
び
合
い
ま
し
た
。
午
前
四
時
で
し
た
。
途
中
ス
コ
ッ
プ
で
雪
を
ど
け
な
が
ら
の

所
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

雪にせかされた針川離村。
中川信夫さん宅の家財道具がトラックに積み込まれている。トラ
ックは南向き。前方の家は1人暮らしの中谷しず江さん宅。夕闇
が迫りつつあった（1970年12月8日）
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これが見納め針川最後の日。「はよ、はよ」と振り向きながらせかす女性は中川美代さん。
ハチ巻きの人はトラックを運転する夫の璋さんだった（1970年12月8日）

家を閉鎖する中川璋
あきら

さんにクギを渡す三男克己さん（当時７歳）。
竹スキーを履いている（1970年12月8日）

「行くのイヤや」とぐずる子をなだめてトラックに乗せる親。
くずる子は中川信夫さんの長男の巧さんだった。これで14戸、67人の移住終わる（1970年12月8日）
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居住用移築のため解体される鷲見・橋詰正道さん宅。愛知県犬山市から帰って来られた。
左から橋詰正道さん、妻房子さん、兄・久保与治平さん（鷲見）、長男の妻佳子さんとその子優香ちゃん、長女奈緒美さん（1996年）
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橋詰さん夫妻。
「寂しいわねぇ、でも東野で見違えるようになるわよねぇ」と妻房子さん（1996年）

「オヤジが分校の教員時代、1960（昭和35）年に建ててくれた家だからねぇ」
と橋詰正道さん（1996年）
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八幡神社の杉を伐採した中川一男さん。
上丹生の大欅や徳山ダムの伐採にも出向いたという（1995年）

西念寺解体前掃除の中いっぷく。
左から谷口長三さん、久保吉郎さん、中川一男さん（1996年）

西念寺を譲り受けた長浜市川道町、東雲寺の吉田慈敬住職。
寺は伊吹山麓へ移築された（1996年）
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鷲見。過半の家が移築・解体を終え、残材を燃やす煙が宙を舞う。９軒が求められて県外へ移築された。
煙の向こうに残るのは森田信一家。この家も移築を待っていた（1996年）
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表紙の写真。離村を前に子供たちも帰ってきた。この木橋をみんなが居間のように使ってきた。トチ・クルミ・大豆・落花生や山菜
の干場ともした。左から、松本大輔、久保翔平、久保昌美、久保治郎、久保智美、松本千裕のみなさん。右から、上見貞雄、久保陽子、
久保清子、久保秀雄、上田建蔵、上田みよの、久保みさゑのみなさん。抱かれている子は松本美沙季さん。
横になっている子は、久保治郎さんの次女かおりさん（1995年）
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解体撤去された太々野㓛宅跡。
この辺りに開村の祖を讃える謎の石組み（35頁）があった（1996年）

大津市の叶
かのうしょうじゅあん

匠寿庵へ移すため丁寧に解体される山﨑左馬太宅。
左の太々野㓛宅も共に移築された。見守る山﨑八重さん（中央）

（1996年）
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今井家は明治時代に木炭舟運のため、
高時川の川底の巨石を除去する大事業を行ったとされる家（1996年）

田戸・今井巳一宅。大地主だったため堅固な家だった。
この家は叶匠寿庵草津駅西口店となった（1996年）

胴梁は重機でそぉ～っと持ち上げられて柱から外される。
柱の突起部を壊したらおしまいだから（1996年）

まず壁が落とされる。大黒柱はケヤキ。
叶匠寿庵草津西口店は平成９年(1997年)にオープンした （1996年）
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墓地改葬に伴う小原の先祖供養法要。通称「オショネ抜き法要」。
平成８年６月２日、離村式より多い人が集まった。墓地は田戸、奥川並とともに洞寿院本堂裏に移され納骨堂も建てられた。
テントの向こうは高時川（1996年）
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小原。曹洞宗中本山洞寿院の大河内方丈のもとで法要は進む。
この年を最後に土葬の習俗は消えた（1996年）

小原。「ご先祖様、お寺さんで休んどくれやす。
洞寿院の歴代和尚のお墓のおそばです」と手を合わす山﨑傳夫人・山﨑富子さん(中央)  

（1996年）
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田戸の墓地改葬法要後の記念写真。６戸の村に空き家だった４戸も帰郷し小原と同日に行われた。
前列左から山口久子、髙橋きりゑ、今井信子、山口たき、山口和子、今井静江、
後列左から今井柳三、山口幸雄、髙橋啓作、今井巳一、山口正信、髙橋久雄、和田源吉、山口昭吾、今井静雄のみなさん（1996年）
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西念寺新築落慶法要の委員長を務めたときの谷口長三さん（1995年） 木之本町のホテルで開かれた丹生ダム離村記念式典。
４つの村の代表に労いの花束が贈られた花束を受ける人は、小原代表 尾﨑勝幸さん（1996年）

左から山﨑傳（小原）、橋詰正道（鷲見）、
髙橋久雄（田戸）のみなさん（1996年）

丹
生
谷
の
俳
聖
・
谷
口
秋
翠
さ
ん

　

長
年
、
丹
生
ダ
ム
対
策
委
員
会
委
員
長
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
谷
口
長
三

さ
ん
の
生
業
は
炭
焼
で
し
た
が
、若
い
こ
ろ
は
棲せ

い
け
い渓
子し

と
し
て
句
道
を
究
め
、

晩
年
選
者
と
な
っ
て
秋し

ゅ
う
す
い翠と
号
さ
れ
ま
し
た
。
奥
川
並
の
増
田
巌
さ
ん
と

は
双
璧
の
俳
聖
で
し
た
。
丹
生
谷
の
人
は
雪
の
中
で
の
オ
コ
ナ
イ
の
句
会

な
ど
で
コ
ト
バ
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
き
ま
し
た
。
長
三
さ
ん
の
俳
句
数
は
数

知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
し
よ
う
。

　
　

た
ま
さ
か
の
晴
れ
間
は
眩
し
雪
の
里

　
　

春
近
し
水
光
り
つ
つ
か
が
や
き
つ

　
　

水
声
の
和
ら
ぎ
に
風
光
り
け
れ

　
　

緩
や
か
に
流
る
る
水
や
花
の
邨さ

と

　
　

は
な
や
ぎ
の
水
に
お
ど
り
て
鮎
上
る

　
　

水
蹴
っ
て
大
気
に
ふ
る
る
紅
あ
め
の
う
お鮭

　
　

山
峡
の
底
な
き
天
に
紅
葉
照
る

　
　

瀬
の
楽
を
一
瞬
掬す
く

う
雪
の
風

　

ど
の
句
に
も
、
山
に
生
か
さ
れ
た
平
穏
な
暮
ら
し
と
、
こ
の
地
に
生
き

る
喜
び
と
誇
り
の
心
情
が
滲
ん
で
い
ま
す
。「
谷
口
長
三
さ
ん
は
す
ご
い
努

力
家
」
と
今
市
（
小
原
）
の
太
々
野
㓛
さ
ん
は
讃
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
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丹
生
谷
に
魅
了
さ
れ

歌
ま
で
創
っ
た

長
浜
の
ペ
ン
画
家

小
野
信
吾
さ
ん

　

私
が
小
野
信
吾
さ
ん
と
出
会
っ
た
の
は
一
九
七
〇
年

代
、
ダ
ム
に
沈
む
村
の
写
真
記
録
を
始
め
よ
う
と
思
っ
た

こ
ろ
で
し
た
。

　

私
と
十
七
歳
も
歳
の
差
が
あ
り
ま
し
た
が
、
小
野
さ
ん

の
テ
ー
マ
は
「
日
本
の
原
風
景
」
で
し
た
。
私
の
思
い
と

重
な
り
あ
っ
た
た
め
、
以
後
深
い
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

小
野
作
品
は
、
地
元
湖
北
に
と
ど
ま
ら
ず
、
取
材
の
足

も
東
北
地
方
か
ら
北
海
道
ま
で
延
び
て
い
ま
し
た
。
奥
さ

ん
と
車
中
泊
で
作
品
を
創
り
続
け
、
奥
丹
生
谷
離
村
の
年

の
暮
れ
に
「
丹
生
谷
エ
レ
ジ
ー
」
と
い
う
歌
を
作
詞
・
作

曲
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

全
文
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

  　

お
れ
の
生
ま
れ
た
故
郷
が
水
に
沈
ん
で
消
え
る
と
聞
い
た

半
明
恋
し
や
、
い
と
し
や
小
原
、
田
戸
も
鷲
見
も
水
の
底 

湖
北
の
山
村
が
、
ま
た
滋
賀
の
地
図
か
ら
消
え
て
い
く
・・・ 

二
度
と
帰
る
こ
と
の
な
い
故
郷
を
、
万
感
の
思
い
を
込
め
て 

振
り
返
り
、
振
り
返
り
な
が
ら
離
村
し
た
人
び
と
・
・
・ 

風
が
吹
き
抜
け
る
谷
間
に
、
も
う
す
ぐ
冬
が
く
る 

何
も
か
も
白
一
色
に
埋
め
尽
く
し
て
・
・
・ 

         　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
詞
・
作
曲　
　
　

小
野
信
吾 

一
、
も
う
一
度
帰
り
た
い　

故
郷
へ 

　
　

老
い
た
る
母
は　
　
　

つ
ぶ
や
い
た 

　
　

村
の
鎮
守
の　
　
　
　

春
祭
り 

　
　

半
明
恋
し
や　
　
　
　

い
と
し
や
小
原 

　
　

祭
り
太
鼓
が　
　
　
　

懐
か
し
い 

　
　

山
は
た
そ
が
れ　
　
　

夕
日
が
赤
い 

 

ニ
、
雪
さ
え
な
ぁ
ー　
　
　

降
ら
な
か
っ
た
ら 

　
　

囲
炉
裏
を
囲
ん
で　
　

独
り
言 

　
　

蛍
が
と
び
か
う　
　
　

せ
せ
ら
ぎ
や 

　
　

田
戸
の
茅
葺
き　
　
　

鷲
見
の
地
蔵 

　
　

沢
蟹
と
り
が　
　
　
　

目
に
浮
か
ぶ 

　
　

苔
の
匂
い
の　
　
　
　

水
の
味 

 

三
、
山
の
紅
葉
が　
　
　
　

落
ち
葉
を
急
ぐ 

　
　

峠
の
空
は　
　
　
　
　

雪
模
様 

　
　

キ
ツ
ツ
キ
啼
い
て　
　

飛
び
去
る
森
に 

　
　

峰
の
松
風　
　
　
　
　

涙
を
し
ぼ
る 

　
　

空
し
い
響
き　
　
　
　

丹
生
谷
よ 

　
　

あ
の
日
の
夢
は　
　
　

今
い
ず
こ 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

一
九
九
五
年
十
二
月
創
作
（
離
村
の
年
） 

おの しんご　大正15年（1926）８月２日長浜市生まれ。父と
理容業を営み電気店も経営したがオイルショックで廃業。以後ペ
ン画に打ち込み教室も開き作品づくりに励む。郷愁の長浜、北国
街道、奥丹生谷、武生宿、熊川宿、奥の細道、朝鮮人街道など多
くの写真集や絵葉書セットにまとめている

鷲見をスケッチする小野信吾さん（右）（1994年）

小野さんが描いた鷲見（1975年頃のスケッチ）

丹
生
谷
エ
レ
ジ
ー
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「
地
図
か
ら
消
え
た
高
時
川
沿
い
の
七
つ
の
村
」
に
は
、
い
つ
頃
か
ら
人
が

住
み
始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
余
呉
町
誌
』（
一
九
八
八
年
発
行
）
に
は
、

古
墳
時
代
の
鷲
見
の
鷲
穴
遺
跡
が
最
も
古
い
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
古
墳
時

代
や
奈
良
時
代
に
は
人
々
が
山
の
資
源
を
求
め
て
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
想

像
さ
れ
ま
す
。
鷲
見
と
い
う
地
名
が
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ヌ
ワ
シ
や
ク

マ
な
ど
の
野
生
動
物
も
多
く
生
息
し
、
冬
の
ク
マ
や
ウ
サ
ギ
な
ど
の
狩
猟
資

源
も
豊
か
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

私
が
初
め
て
奥
丹
生
谷
の
存
在
を
強
く
意
識
し
た
の
は
、
長
浜
市
役
所
で

広
報
担
当
だ
っ
た
頃
の
こ
と
で
す
。
大
雪
や
生
業
の
炭
焼
き
の
衰
退
な
ど

の
影
響
で
、
一
九
六
九
年
に
奥
川
並
集
落
が
集
団
離
村
す
る
、
と
い
う
ニ

ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
翌
年
の
一
九
七
〇
年
に
は
針
川
が
、

一
九
七
一
年
に
は
尾
羽
梨
が
集
団
離
村
し
ま
し
た
。「
写
真
に
記
録
し
て
お
か

な
い
と
村
が
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
危
機
感
を
も
っ
て
村
に
通
い

始
め
た
の
が
こ
の
頃
の
こ
と
で
す
。

　

私
は
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
、
長
浜
市
北
部
の
姉
川
沿
い
の
国
友
と
い
う
平

野
部
で
す
。
丹
生
谷
に
通
い
始
め
て
、
そ
こ
で
の
農
業
や
暮
ら
し
の
あ
り
さ

ま
が
、
私
の
暮
ら
す
国
友
と
あ
ま
り
に
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
を
感

じ
ま
し
た
。

燃
料
革
命
と
ダ
ム
計
画

　

高
時
川
流
域
に
何
百
年
と
暮
ら
し
続
け
て
き
た
人
々
の
暮
ら
し
が
大
き
く

変
わ
り
始
め
た
の
は
昭
和
三
十
年
代
で
す
。
炭
や
薪
な
ど
森
林
に
依
存
し
た

生
活
が
成
り
立
た
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

奥
川
並
、
針
川
、
尾
羽
梨
の
集
団
離
村
先
に
つ
い
て
は
当
時
の
余
呉
村
が

村
営
住
宅
を
準
備
し
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
の
前
期
の
離
村
時
条
件
と
、
ダ
ム

計
画
に
よ
る
集
団
離
村
時
と
は
、
条
件
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
住
民

間
に
異
な
る
立
場
を
生
じ
さ
せ
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
日
本
全
国
が
高
度
成
長
期
に
入
り
、
都
市
の
水
道
用

水
供
給
や
治
水
の
た
め
の
多
目
的
ダ
ム
建
設
が
全
国
で
始
ま
り
ま
し
た
。
関

西
地
域
で
は
琵
琶
湖
そ
の
も
の
を
多
目
的
ダ
ム
と
し
て
開
発
し
よ
う
と
す
る「
琵

琶
湖
総
合
開
発
計
画
」
が
昭
和
三
十
年
代
に
始
ま
り
、
一
九
七
二
年
に
は
国

と
県
、
下
流
自
治
体
が
合
意
し
て
「
琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法
」
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

琵
琶
湖
総
合
開
発
関
係
で
、
湖
北
の
高
時
川
流
域
で
も
ダ
ム
計
画
が
始
ま

り
、
一
九
六
八
年
に
は
高
時
川
の
小
原
地
先
で
予
備
調
査
が
あ
り
ま
し
た
。

一
九
七
二
年
に
滋
賀
県
が
琵
琶
湖
総
合
開
発
を
受
け
入
れ
た
後
、
小
原
、

田
戸
、
鷲
見
の
三
集
落
が
水
底
に
沈
む
高
時
川
ダ
ム
計
画
が
示
さ
れ
ま
し

た
。　

当
時
の
『
広
報
よ
ご
』
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、「
高
時
川
ダ
ム
対
策
委

員
会
」
を
立
ち
上
げ
て
、
毎
月
の
よ
う
に
余
呉
町
当
局
、
滋
賀
県
、
建
設
省

（
当
時
）
と
交
渉
し
た
過
程
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
没
予
定
地
域
で

は
集
落
移
転
に
と
も
な
う
生
活
保
障
や
不
安
解
消
と
と
も
に
、
ダ
ム
建
設
予

定
地
の
下
流
部
会
も
含
め
て
全
体
の
交
渉
が
き
め
細
か
く
な
さ
れ
ま
し
た
。

地
元
で
の
綿
密
な
話
し
合
い
の
結
果
、
一
九
八
四
年
六
月
に
ダ
ム
建
設
計
画

の
実
地
調
査
協
定
が
調
印
さ
れ
ま
し
た
。
高
時
川
ダ
ム
計
画
は
、
総
貯
水
容

量
一
億
五
七
〇
〇
万
ト
ン
、
堤
高
は
一
四
五
メ
ー
ト
ル
で
、
当
初
計
画
で
は

二
〇
一
〇
年
に
完
成
予
定
で
、
貯
水
容
量
は
当
時
、
全
国
で
最
大
と
な
る
計

画
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
過
の
中
で
地
元
は
ダ
ム
計
画
を
受
け
入
れ
、
一
九
九
五
年

に
水
没
予
定
地
区
の
鷲
見
・
小
原
・
田
戸
で
離
村
式
が
行
わ
れ
、
翌
年
に
は

四
十
世
帯
す
べ
て
が
立
ち
退
い
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
経
過
を
私
自
身
は
綿

密
に
写
真
記
録
に
残
し
ま
し
た
。
先
祖
伝
来
の
集
落
の
神
社
や
墓
も
移
動
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
当
事
者
住
民
に
と
っ
て
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
苦
し

み
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
写
真
一
枚
一
枚
に
は

村
人
の
惜
別
の
思
い
を
込
め
て
撮
り
ま
し
た
。

嘉
田
知
事
の
誕
生
と
ダ
ム
事
業
の
再
検
討

　

一
九
九
五
年
に
丹
生
ダ
ム
（
高
時
川
ダ
ム
か
ら
名
称
変
わ
る
）
に
よ
る
全

集
落
移
転
が
進
ん
で
い
た
そ
の
時
期
、
日
本
中
で
河
川
政
策
の
見
直
し
が
進

ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
日
本
で
初
め
て
の
明
治
河
川
法
は
堤
防
を
高
く
し
て

河
川
の
中
に
洪
水
を
閉
じ
込
め
る
治
水
政
策
が
中
心
で
し
た
が
、
戦
後
の
高

度
成
長
期
に
は
利
水
機
能
が
強
化
さ
れ
、
全
国
に
二
〇
〇
〇
を
越
え
る
多
目

的
ダ
ム
が
計
画
、
建
設
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
河
川
が
持
つ
本
来
の

生
態
系
維
持
機
能
が
軽
視
さ
れ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
化
が
進
む
中
で
、
一
九
九
七

年
に
は
河
川
法
が
改
正
さ
れ
、
治
水
・
利
水
に
環
境
保
全
と
住
民
参
加
が

追
記
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
改
正
内
容
を
反
映
し
て
関
西
で
は
二
〇
〇
一
年

「
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
」
が
始
ま
り
、
マ
ス
コ
ミ
の
注
目
度
も
高
く
、

二
〇
〇
五
年
七
月
に
は
丹
生
ダ
ム
を
含
む
ダ
ム
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。
大
阪
府
、
京
都
府
お
よ
び
阪
神
水
道
企
業
団
の
い
ず
れ

も
が
利
水
の
全
量
撤
退
の
見
込
み
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
当
時
の
滋
賀

県
の
國
松
知
事
は
ダ
ム
推
進
の
方
針
は
変
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
た
ち

地
元
住
民
と
し
て
も
、
国
が
決
め
た
ダ
ム
計
画
が
途
中
で
変
更
さ
れ
る
な
ど
、

ま
っ
た
く
想
像
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

実
は
私
自
身
は
二
〇
〇
一
年
に
当
時
の
丹
生
ダ
ム
建
設
母
体
で
あ
る
水
資

源
開
発
機
構
と
余
呉
町
の
畑
野
佐
久
郎
町
長
に
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
九
五

年
の
全
村
離
村
ま
で
の
奥
丹
生
谷
の
暮
ら
し
や
自
然
に
つ
い
て
撮
り
た
め
て

い
た
写
真
を
も
と
に
、
写
真
集
の
提
案
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
予
算
確
保

な
ど
困
難
で
、
結
局
、
提
案
は
実
現
せ
ず
に
二
十
年
が
た
ち
ま
し
た
。

　

今
回
の
写
真
展
示
と
写
真
集
の
出
版
は
ま
さ
に
二
十
年
間
の
「
熟
成
」
期

間
を
経
て
実
現
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
に
と
り
ま
し
て
は
感
無
量
で
す
。

こ
の
二
十
年
の
間
に
離
村
さ
れ
た
方
た
ち
は
高
齢
化
し
、
亡
く
な
ら
れ
た
方

も
多
か
っ
た
で
す
。
し
か
し
、
子
ど
も
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
が
生
ま
れ
育
ち
、

今
回
の
写
真
展
示
に
は
子
孫
の
皆
さ
ん
も
来
て
い
た
だ
き
、
そ
の
声
も
写
真

集
に
掲
載
で
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
写
真
集
は
撮
影
時
か

ら
振
り
返
り
ま
す
と
五
十
年
の
「
熟
成
」
の
結
果
で
あ
る
こ
と
に
私
自
身
改

め
て
関
係
者
の
方
々
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

二
〇
〇
六
年
七
月
の
滋
賀
県
知
事
選
挙
に
嘉
田
由
紀
子
さ
ん
が
栗
東
の
新

幹
線
新
駅
や
県
内
ダ
ム
の
凍
結
・
見
直
し
を
掲
げ
て
当
選
さ
れ
ま
し
た
。
実

は
嘉
田
さ
ん
は
一
九
八
〇
年
代
の
琵
琶
湖
研
究
所
時
代
か
ら
長
浜
の
町
の
歴

史
や
文
化
、
と
く
に
米
川
や
米
川
支
流
の
保
全
の
住
民
活
動
な
ど
に
関
心
を

持
っ
て
調
査
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
最
初
に
嘉
田
さ
ん
と
出
会
っ
た
の

は
『
長
浜
百
年
』
と
い
う
私
が
編
集
し
た
写
真
集
に
感
動
し
た
と
言
っ
て
長

浜
市
役
所
を
訪
ね
て
こ
ら
れ
た
と
き
で
し
た
。
一
九
八
〇
年
頃
の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
嘉
田
さ
ん
が
知
事
選
挙
に
出
ら
れ
、
公
共
事
業
の
見
直
し
を
提
案
さ
れ

る
な
ど
予
想
も
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

嘉
田
知
事
誕
生
後
に
は
、
琵
琶
湖
淀
川
の
下
流
受
益
地
で
建
設
費
を
負
担

す
る
予
定
だ
っ
た
大
阪
府
・
京
都
府
・
阪
神
水
道
企
業
団
も
丹
生
ダ
ム
見
直

し
に
賛
同
を
表
明
し
ま
し
た
。
理
由
は
水
需
要
が
減
少
し
ダ
ム
建
設
の
必
要

性
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
一
方
高
時
川
流
域
住
民
の
間
か
ら

は
「
知
事
の
方
向
転
換
は
無
責
任
」
と
す
る
批
判
が
高
ま
り
ま
し
た
。
昭
和

“
懐
か
し
い
未
来
”
を
照
ら
す

希
望
の
写
真
集
に

吉
田
一
郎
湖
北
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
所
所
長
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ト
チ
モ
チ
づ
く
り
や
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
の
小
原
カ
ゴ
づ
く
り
の
技
能
も
太
々

野
㓛
さ
ん
が
継
承
し
、
山
村
文
化
の
維
持
保
全
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
地

域
住
民
に
よ
る
炭
焼
き
の
再
現
や
、
生
態
学
者
に
よ
る
焼
き
畑
再
生
も
始
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
は
近
畿
全
体
の
水
資
源
の
涵
養
機
能
も
高
い
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

琵
琶
湖
研
究
所
の
初
代
所
長
で
国
際
的
に
も
高
名
な
生
態
学
者
で
あ
っ
た

吉
良
竜
夫
さ
ん
は
「
高
時
川
流
域
は
北
日
本
型
の
ブ
ナ
帯
地
帯
の
南
端
部
の

貴
重
な
生
態
系
が
残
り
、
ユ
キ
ツ
バ
キ
の
南
限
で
も
あ
る
。
こ
の
生
態
系
は

何
と
し
て
も
守
り
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

写
真
展
に
は
旧
住
民
の
皆
さ
ん
も
含
め
て
多
く
の
方
々
に
来
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。「
懐
か
し
い
な
あ
」「
ほ
ん
ま
、
あ
の
こ
ろ
は
お
互
い
助
け
合
っ
て

い
た
な
あ
」
と
の
声
も
あ
り
ま
し
た
。
写
真
展
を
通
じ
て
、
ふ
る
さ
と
と
は

四
〇
年
代
以
降
、
三
十
年
か
け
て
地
元
で
の
熟
議
を
重
ね
、
神
仏
含
め
す
べ

て
の
住
民
が
移
転
を
済
ま
せ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
丹
生
ダ
ム
を
建
設
し
た

場
合
は
高
時
川
下
流
域
へ
の
治
水
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
嘉
田
知
事

は
「
自
ら
の
治
水
政
策
の
瑕か

し疵
に
よ
り
、
一
人
で
も
死
者
が
出
た
場
合
は
知

事
を
辞
職
す
る
」
と
県
議
会
で
覚
悟
表
明
し
、
治
水
政
策
に
は
地
域
密
着
型

の
流
域
治
水
政
策
を
中
心
に
全
力
を
あ
げ
る
方
針
を
示
し
ま
し
た
。

　
丹
生
ダ
ム
建
設
の
中
止
へ

　

丹
生
ダ
ム
建
設
予
定
地
で
あ
る
地
元
・
余
呉
町
は
、
知
事
の
政
策
転
換
に

対
し
一
貫
し
て
反
発
の
姿
勢
を
示
し
ま
し
た
。
ダ
ム
に
よ
る
固
定
資
産
税
と

い
う
歳
入
、
お
よ
び
ダ
ム
の
人
造
湖
を
活
か
し
た
観
光
開
発
な
ど
に
よ
っ
て

財
政
再
建
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
か
ら
余
呉
町
は
知
事
に
激
し
く
反
発
し
、

対
決
姿
勢
を
鮮
明
に
し
ま
し
た
。
二
〇
〇
七
年
四
月
、
嘉
田
知
事
と
地
元
・

余
呉
町
お
よ
び
丹
生
ダ
ム
対
策
委
員
会
と
の
協
議
で
、
丹
生
ダ
ム
は
建
設
す

る
と
し
て
も
国
土
交
通
省
が
当
時
示
し
て
い
た
治
水
限
定
穴
あ
き
ダ
ム
案
ま

で
で
人
造
湖
は
で
き
な
い
と
示
唆
し
た
嘉
田
知
事
に
対
し
て
、
当
初
の
計
画

ど
お
り
一
億
五
七
〇
〇
万
ト
ン
の
貯
水
量
を
保
持
す
る
ダ
ム
案
以
外
を
受
け

入
れ
る
気
が
な
い
、
と
丹
生
ダ
ム
対
策
委
員
会
の
委
員
た
ち
は
猛
反
発
で
、

委
員
会
自
体
が
一
時
解
散
し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
余
呉
町
が
窓
口
と
な
っ
て

協
議
し
て
い
く
方
針
と
な
り
ま
し
た
が
、
県
と
町
側
の
溝
は
埋
ま
ら
な
い
状

態
が
し
ば
ら
く
続
き
ま
し
た
。

　

二
〇
一
四
年
一
月
、
国
土
交
通
省
は
丹
生
ダ
ム
建
設
を
中
止
す
る
方
針
を

決
定
し
ま
し
た
。
治
水
ダ
ム
と
し
て
建
設
し
た
場
合
、
二
百
四
十
六
億
円
か

ら
三
百
三
十
九
億
円
の
建
設
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
に
対
し
、
河
川
整
備
な
ら

八
十
億
円
程
度
で
済
む
と
し
て
「
ダ
ム
は
有
利
で
は
な
い
」
と
国
土
交
通
省

が
結
論
づ
け
た
の
で
す
。
な
お
、
国
が
計
画
し
た
ダ
ム
の
う
ち
、
住
民
の
立

ち
退
き
移
転
後
の
中
止
決
定
は
全
国
で
も
初
め
て
で
あ
り
、
す
で
に
調
査
や

用
地
買
収
、周
辺
工
事
な
ど
で
計
五
百
六
十
七
億
円
が
費
や
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

嘉
田
知
事
は
二
〇
一
四
年
七
月
、
任
期
を
終
え
て
引
退
し
、
こ
の
問
題
は

三
日
月
大
造
知
事
に
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。
二
〇
一
六
年
七
月
、
国
土
交
通

省
は
丹
生
ダ
ム
建
設
中
止
を
正
式
に
決
定
し
、「
丹
生
ダ
ム
建
設
事
業
の
中

止
に
伴
う
地
域
整
備
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
同
協
議
会
は
丹
生
ダ

ム
対
策
委
員
会
、
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
、
滋
賀
県
、
長
浜
市
、
独

立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
五
者
に
お
い
て
基
本
協
定
を
締
結
。
そ
こ
に
は

「
自
然
・
文
化
・
歴
史
を
活
か
し
た
個
性
あ
る
産
業
が
息
づ
き
、
地
域
住
民

が
安
心
し
て
生
活
で
き
、
誇
り
を
持
っ
て
ふ
る
さ
と
を
守
り
育
て
る
魅
力
の

あ
る
余
呉
地
域
を
創
生
」
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
協
定
書
を
踏
ま
え
、

当
該
地
域
の
地
域
振
興
に
必
要
な
事
業
の
実
施
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

二
〇
二
一
年
に
至
る
ま
で
主
に
次
の
三
種
類
の
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
高
時
川
の
河
川
整
備
②
道
路
整
備
や
買
収
済
み
用
地
や
残
存
山
林
の
活
用

③
地
域
振
興
と
し
て
地
域
の
歴
史
と
記
憶
を
継
承
す
る
ま
ち
づ
く
り
で
す
。

こ
れ
ら
の
事
業
は
基
本
的
に
国
費
で
あ
る
近
畿
地
方
整
備
局
予
算
が
充
当
さ

れ
て
い
ま
す
。

「
懐
か
し
い
未
来
」
を
示
す
場
に

　

現
在
、
七
つ
の
集
落
の
地
名
も
地
図
か
ら
消
え
、
こ
の
写
真
集
の
二
〇
四

か
ら
二
〇
八
頁
の
写
真
に
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
建
物
や
田
畑
が
あ
っ
た
地

域
に
も
草
木
が
茂
る
源
流
部
が
残
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
こ
の
流
域
は
日
本

全
国
か
ら
見
て
も
貴
重
な
ブ
ナ
帯
の
生
態
系
が
残
り
、
ユ
キ
ツ
バ
キ
群
落
の

南
限
と
も
な
っ
て
い
る
貴
重
な
地
域
と
評
価
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。「
高
時
川
源

流
の
森
と
文
化
を
継
承
す
る
会
」
を
中
心
に
、
旧
余
呉
町
地
域
に
二
四
一
本

あ
る
と
い
わ
れ
る
ト
チ
ノ
キ
の
巨
木
保
全
運
動
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
奥

丹
生
谷
で
は
滋
賀
県
で
最
大
の
樹
齢
五
百
年
以
上
と
推
測
さ
れ
る
ト
チ
ノ
キ

も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

何
か
、
豊
か
さ
と
は
何
か
を
多
く
の
人
た
ち
が
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
い
た
よ

う
で
す
。
こ
の
地
を
離
れ
た
人
た
ち
の
お
孫
さ
ん
や
お
子
さ
ん
は
、
東
京
な

ど
首
都
圏
か
ら
も
た
く
さ
ん
来
場
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
人
た
ち
の

中
に
は
「
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
暮
ら
せ
な
い
か
」
と
考
え
て
い
る
若
い
人
も

お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

　

今
回
の
写
真
記
録
は
、
思
い
が
け
な
い
出
会
い
の
場
を
捉
え
、
過
去
の
写

真
が
持
つ
貴
重
な
力
を
示
す
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
今
、
地
球
規
模
の
環
境

破
壊
を
憂
い
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
で
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
大
都
会
で
暮
ら
す
若

い
人
た
ち
に
共
感
し
て
も
ら
え
る
「
懐
か
し
い
未
来
」
の
一
例
に
な
れ
ば
と

考
え
て
い
ま
す
。
奥
丹
生
谷
の
自
然
や
暮
ら
し
を
記
録
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

当
事
者
と
し
て
は
、
今
後
も
高
時
川
流
域
の
人
々
の
暮
ら
し
と
自
然
の
再
生

が
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
応
援
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ダム建設の経緯　

1968年（昭和43）10月 予備調査を開始

1972年（昭和47）12月 琵琶湖総合開発計画に高時川ダム（現丹生ダム）の
計画を計上

1980年（昭和55）４月 実施計画調査着手

1982年（昭和57）８月 淀川水系における水資源開発基本計画（全部変更）に
高時川ダムとして位置付けられる

1984年（昭和59）６月 「高時川ダム実施計画調査に関わる基本協定書」締結

1987年（昭和62）11月 高時川ダム下流市町による「高時川治水対策促進協
議会」発足

1988年（昭和63）４月 建設事業着手

1988年（昭和63）12月 環境影響評価準備書の公告・縦覧

1990年（平成２）３月 水源地域対策特別措置法に基づくダム指定

1991年（平成３）２月 環境影響評価書の公告・縦覧

1992年（平成４）４月 丹生ダムの建設に関する基本計画の告示（ダムの名
称変更）

1992年（平成４）８月 淀川水系における水資源開発基本計画（全部変更）
において、名称変更等される

1993年（平成５）８月 ダム建設事業に伴う損失補償基準の妥結・調印

1994年（平成６）１月 淀川水系における水資源開発基本計画の一部変更
（事業主体変更）

1994年（平成６）３月 丹生ダム建設事業に関する事業実施方針の指示・認可

1994年（平成６）４月 水資源開発公団事業承継

1995年（平成７）３月 水源地域対策特別設置法に基づく地域指定、工事用
道路工事に着手

1995年（平成７）８月 水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計
画決定

1996年（平成８）12月 水没家屋等移転完了

1997年（平成９）６月 淀川水源地域対策基金のダム指定および業務細則
の決定

1997年（平成９） 河川法改定　利水、治水に加えて、環境保全と住民
参加が明記

2001年（平成13） 淀川水系流域委員会設置

2005年（平成17） 淀川水系流域委員会、丹生ダムを含む５ダム計画の
見直しを国に求める

2005年（平成17） 國松滋賀県知事、「丹生ダムは必要」と国に要望

2006年（平成18） 淀川水系流域委員会、嘉田由紀子委員が滋賀県知事
選に出馬、当選

2008年（平成20） 京都府、大阪府、阪神水道事業団が水需要の減少か
ら丹生ダムの負担を拒否

2016年（平成28） 国土交通省、丹生ダム事業中止を決定。 
丹生ダムよりも河川改修が有利と判断。
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山
の
情
報
伝
達
の
す
ご
さ
！

司
会　
吉
田
さ
ん
は
「
琵
琶
湖
源
流
の
美
と
暮
ら

し
」
写
真
展
で
は
ど
の
よ
う
な
点
を
見
て
い
た
だ

き
た
い
の
で
し
ょ
う
か
。

吉
田
　
民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
が
自
著
『
雪
国
の

民
俗
』
で
、「
雪
国
の
冬
暮
ら
し
」
と
い
う
の
は

囲
炉
裏
端
で
生
活
用
品
を
つ
く
る
暮
ら
し
で
、
日

本
人
の
心
の
原
型
は
囲
炉
裏
端
か
ら
育
っ
た
、
と

書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
囲
炉
裏
端
は
子
ど
も
た
ち

の
教
育
に
と
っ
て
も
大
事
な
場
と
な
っ
て
い
た
と

思
う
の
で
す
。そ
れ
が
都
会
人
で
は
見
え
な
い
し
、

そ
こ
の
と
こ
ろ
を
み
ん
な
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

私
は
ま
さ
に
囲
炉
裏
端
の
よ
う
に
奥
丹
生
谷
か
ら

い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
び
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
を
振

り
返
っ
て
写
真
展
を
見
る
人
に
感
じ
て
い
た
だ
け

た
ら
と
思
い
ま
す
。

司
会　
そ
の
点
は
大
西
さ
ん
も
共
感
な
さ
る
の
で

は
な
い
で
す
か
。

大
西
　
そ
う
で
す
ね
。
若
い
と
き
は
わ
か
ら
な
い

で
す
が
、
歳
を
重
ね
る
と
わ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
徳
山
の
ば
あ
さ
ん
と
か
、
じ
い
さ
ん
た
ち
の

そ
の
生
活
の
一
年
間
の
サ
イ
ク
ル
っ
て
、
毎
年
似

て
い
る
ん
で
す
。
で
も
そ
の
春
夏
秋
冬
の
中
に
そ

れ
ぞ
れ
物
語
が
あ
っ
て
、
単
純
な
動
き
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
生
活
に
も
い
ろ
ん
な
こ
と
が

応
用
で
き
る
な
と
い
う
こ
と
が
今
に
な
っ
て
わ
か

っ
て
き
ま
し
た
。
囲
炉
裏
端
っ
て
い
う
か
、
話
す

場
所
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
場
が
あ
っ
た
こ
と
に

た
い
へ
ん
意
味
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
じ
い
さ

ん
、
ば
あ
さ
ん
に
は
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
や
新
聞

な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
的
な
情
報
は
入
っ
て
こ
な
い
は

ず
な
の
に
常
に
話
題
は
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
い
つ

も
「
あ
ー
だ
、
こ
ー
だ
」
と
笑
っ
て
、
新
し
い
話

で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
話
題
豊
富
と
い
い
ま
す
か
、

そ
れ
が
不
思
議
だ
っ
た
ん
で
す
。

司
会　
そ
の
話
題
の
豊
富
さ
、
具
体
的
に
ど
う
い

う
こ
と
が
豊
富
だ
っ
た
の
で
す
か
。

大
西
　
春
夏
秋
冬
で
も
、
春
と
秋
が
一
番
の
収
穫

期
で
す
よ
ね
。
た
と
え
ば
春
の
山
菜
の
時
期
と
な

る
と
、
去
年
は
こ
こ
で
た
く
さ
ん
取
っ
た
の
に
、

今
年
は
ぜ
ん
ぜ
ん
で
、
違
う
谷
の
方
に
た
く
さ
ん

出
て
い
る
。
と
い
う
よ
う
な
話
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
よ
り
も
早
く
、
み
ん
な
の
中
に
情
報
共
有
が
な

さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
こ
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
情
報

共
有
が
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な

い
の
に
み
ん
な
知
っ
て
い
る
。
今
年
の
ワ
ラ
ビ
は

去
年
よ
り
も
太
く
て
い
い
と
い
う
こ
と
ま
で
。
そ

う
す
る
と
今
年
の
ワ
ラ
ビ
は
揉も

ん
で
干
し
た
ほ
う

が
い
い
か
、
塩
漬
け
に
し
た
ほ
う
が
い
い
の
か
、

と
い
う
話
題
に
な
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が

年
に
よ
っ
て
動
き
が
違
っ
て
、
僕
ら
に
と
っ
て
も

新
鮮
で
面
白
い
。

峠
を
は
さ
ん
で
の
交
流

司
会　
大
西
さ
ん
の
揖
斐
川
上
流
徳
山
と
吉
田
さ

ん
の
高
時
川
上
流
域
は
峠
を
は
さ
ん
で
背
中
合
わ

せ
で
気
候
的
に
も
近
い
で
す
ね
。
大
西
さ
ん
は
そ

の
違
い
と
共
通
点
、
ど
う
お
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

大
西　
『
ホ
ハ
レ
峠
』に
も
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、

徳
山
の
人
は
ほ
と
ん
ど
揖
斐
川
沿
い
か
ら
山
を
降

り
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
っ
ち
の
滋
賀
県
側
か
ら

出
入
り
し
て
い
ま
す
ね
。
山
暮
ら
し
で
、
ほ
と
ん

ど
町
の
こ
と
を
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
こ

そ
ダ
ム
建
設
で
補
償
金
が
入
り
、
現
金
が
動
き
は

じ
め
て
か
ら
岐
阜
県
側
に
降
り
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。
た
い
が
い
昔
の
話
を
聞
く
と
、
ほ
と
ん

ど
滋
賀
県
側
が
メ
イ
ン
ル
ー
ト
な
の
で
す
。
木
之

本
の
話
は
よ
く
出
て
き
ま
す
ね
。

山
に
生
か
さ
れ
る

［
対
談
］×

大
西
暢
夫
（
写
真
家
・
映
画
監
督
）

 Nobuo Onishi 

吉
田
一
郎
　

 Ichiro Yoshida

吉
田　
江
州
街
道
を
通
り
八
草
峠
を
越
え
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

大
西　
滋
賀
と
岐
阜
の
県
境
で
す
け
ど
、
徳
山
の

人
た
ち
に
ほ
と
ん
ど
県
境
と
い
う
意
識
は
な
い
ん

で
す
。
大
垣
と
か
、
岐
阜
に
出
か
け
る
方
が
、
徳

山
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
大
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。

最
寄
り
駅
が
木
之
本
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

こ
こ
に
メ
イ
ン
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
な
と
。

吉
田　
ゆ
き
え
さ
ん
が
は
じ
め
て
繭
を
運
ん
だ
の

も
滋
賀
県
の
高
山
で
し
た
。
あ
れ
は
ス
ゴ
イ
話
で

し
た
な
ぁ
。
中
学
校
を
出
た
ば
か
り
の
娘
が
繭
を

担
い
で
峠
を
越
え
て
琵
琶
湖
を
見
下
ろ
す
！
。
徳

山
産
の
ト
チ
の
板
を
ボ
ッ
カ
（
肩
か
つ
ぎ
）
で
運

ん
だ
先
も
、
ホ
ハ
レ
峠
を
通
り
木
之
本
側
だ
っ
た

の
で
す
ね
。

司
会　
今
回
、
お
二
人
の
話
を
う
か
が
う
と
、
あ

ら
た
め
て
尾
根
筋
で
つ
な
が
る
通
行
圏
、
社
会
圏

の
姿
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
す
ね
。
山
は
自
給
で

き
て
、
買
う
の
は
塩
く
ら
い
。
味
噌
、
醤
油
も
自

給
し
て
い
ま
し
た
も
の
ね
。

大
西　
そ
う
で
す
ね
、
塩
と
時
々
、
ラ
ン
プ
の
灯

油
が
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
く
ら
い
で
、

あ
ま
り
現
金
を
使
う
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。

季
節
ご
と
の
豊
富
な
山
の
め
ぐ
み

大
西　
『
ホ
ハ
レ
峠
』
で
書
い
た
廣
瀬
ゆ
き
え
さ

ん
な
ん
か
豚
肉
を
食
べ
た
の
は
昭
和
三
十
年
代
の

後
半
。そ
れ
ま
で
は
ず
っ
と
野
生
の
も
の
ば
か
り
。

ウ
サ
ギ
と
か
ト
リ
と
か
、
ク
マ
で
す
ね
。
イ
ノ
シ

シ
や
シ
カ
は
徳
山
に
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
み
た

い
で
食
べ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
も
の

は
冬
の
食
べ
も
の
で
し
た
し
、
春
も
夏
も
秋
も
そ

れ
ぞ
れ
季
節
の
食
べ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ

の
ま
に
か
、
季
節
の
な
い
食
べ
も
の
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
山
に
い
た
お
年
寄
り
た
ち
の
話
を

聞
く
と
、
食
べ
も
の
だ
け
で
も
季
節
の
生
活
の
リ

ズ
ム
が
整
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
山
地
の
こ

う
い
う
と
こ
ろ
に
い
っ
ぱ
い
残
っ
て
い
た
と
思
い

ま
す
。

大西さん（左）と吉田さん（撮影は古谷桂
かつのぶ

信。2021年10月16日、写真展会場の洞寿院で）

大
西
暢
夫
著
『
ホ
ハ
レ
峠
―
ダ
ム
に
沈
ん
だ
徳
山

村
百
年
の
軌
跡
』（
彩
流
社
、
二
〇
二
〇
年
）

ホ
ハ
レ
峠
の
あ
る
岐
阜
県
徳
山
村
は
ダ
ム
建
設

の
た
め
一
九
八
七
年
に
廃
村
。
そ
の
峠
に
一
番

近
い
集
落
に
最
後
の
一
人
と
な
る
ま
で
住
ん
で

い
た
の
が
廣
瀬
ゆ
き
え
さ
ん
（
一
九
二
五

－
二
〇
一
三
）。
徳
山
村
の
か
つ
て
の
生
活
を
通
し

た
思
い
が
、彼
女
の
聞
き
書
き
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
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な
ぁ
と
思
い
ま
す
。ト
チ
に
し
て
も
澱
粉
が
多
く
、

高
栄
養
食
品
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
食
べ
方
に
し
て

も
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
バ
イ
に
し
て
も
子
ど

も
が
カ
ゼ
引
い
た
ら
バ
イ
の
実
二
粒
食
べ
さ
せ
ろ

と
い
う
具
合
に
。
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
、
暮

ら
し
の
知
恵
と
い
う
の
は
ス
ゴ
イ
な
と
思
い
ま
す

ね
。

司
会　
焼
き
畑
は
、
三
年
で
別
の
場
所
に
行
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
捨
て
る
と
い
う
表
現
で
は
な

く
土
地
を
休
ま
せ
て
い
る
の
で
す
よ
ね
。

大
西　
熟
成
期
間
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

司
会　
吉
田
さ
ん
の
写
真
パ
ネ
ル
に
「
山
野
の
め

ぐ
み
」
が
あ
り
ま
す
が
、
今
の
大
西
さ
ん
の
話
を

聞
か
れ
て
奥
丹
生
谷
は
ど
う
で
す
か
。

吉
田　
焼
き
畑
と
い
う
の
は
、
奥
丹
生
谷
に
行
く

ま
で
じ
つ
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
三
年
作
っ

た
ら
そ
こ
を
捨
て
て
ま
た
別
の
場
所
に
移
る
と
い

う
こ
と
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
焼
き
畑
を
す
る
場

所
は
「
ハ
ダ
レ
」
と
い
っ
て
村
の
共
有
地
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。
あ
の
焼
い
た
灰

だ
け
で
、
赤
カ
ブ
を
つ
く
り
、
ソ
バ
を
つ
く
り
、

小
豆
を
つ
く
っ
て
き
た
。
あ
の
知
恵
っ
て
す
ご
い

司
会　
木
が
ま
た
大
き
く
な
っ
て
、
三
十
年
く
ら

い
で
ま
た
使
え
る
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
三
年
収

穫
し
た
ら
、
し
ば
ら
く
土
地
を
寝
か
せ
る
。
ま
た

三
十
年
後
く
ら
い
に
木
が
育
っ
た
ら
、
灰
を
使
う

た
め
に
一
世
代
く
ら
い
で
共
有
地
を
回
し
て
い

く
。
本
当
に
合
理
的
な
山
の
使
い
方
で
、
日
本
中

で
し
て
い
た
の
で
す
よ
ね
。「
休
閑
」
と
い
う
言

い
方
を
し
ま
す
。

吉
田　
焼
き
畑
の
産
物
は
赤
カ
ブ
、
二
年
目
が
ソ

バ
、
三
年
目
が
小
豆
で
す
。

司
会　
赤
カ
ブ
は
、
集
落
ご
と
に
形
が
違
う
。
焼

き
畑
は
共
有
地
。こ
れ
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

バ
イ
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。
吉
田
さ
ん
が
暮

ら
す
（
長
浜
市
）
国
友
村
か
ら
奥
丹
生
谷
は
二
、

三
十
キ
ロ
し
か
離
れ
て
い
な
い
で
す
ね
。
バ
イ
の

実
を
た
べ
た
こ
と
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

吉
田　
バ
イ
は
、
お
隣
か
ら
も
ら
っ
て
食
べ
た
こ

と
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
な
ん
か
美
味
し
く
な
い

と
い
う
感
じ
で
し
た
。
で
も
と
に
か
く
珍
し
く
て

新
鮮
で
し
た
。

大
西　
山
に
は
取
り
に
い
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
、

バ
イ
は
カ
ヤ
の
実
の
こ
と
で
す
よ
ね
。
見
た
目
は

ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
す
け
ど
、
裏
が
白
い
の
が
食
用

で
、
緑
色
の
も
の
は
美
味
し
く
な
く
、
油
取
り
用

だ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
バ
イ
は
方
言
、
和
名
で

は
た
ぶ
ん
カ
ヤ
の
実
で
す
ね
。
徳
山
か
ら
こ
の
あ

た
り
ま
で
の
滋
賀
県
北
部
で
い
う
地
方
名
で
、
バ

イ
っ
て
徳
山
で
も
言
い
ま
す
。
吉
田
さ
ん
が
い
わ

れ
た
の
を
聞
い
て
滋
賀
県
で
も
言
う
ん
だ
、
と
ち

ょ
っ
と
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

吉
田　
ト
チ
に
バ
イ
、
そ
れ
に
「
ク
チ
」
も
あ
り

ま
す
ね
。
解
禁
日
は
九
月
十
日
く
ら
い
か
ら
お
彼

岸
ま
で
の
間
あ
た
り
で
す
ね
。
山
の
恵
み
一
つ
と

っ
て
も
、
こ
こ
ら
と
徳
山
村
は
同
一
文
化
圏
み
た

い
な
も
の
で
す
ね
。

飢
饉
へ
の
備
え

司
会　
吉
田
さ
ん
、
自
給
し
て
暮
ら
し
て
き
た
奥

丹
生
谷
の
方
々
に
と
っ
て
も
、
や
っ
ぱ
り
野
菜
一

つ
、買
う
こ
と
へ
の
切
な
さ
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

吉
田　
猫
の
額
の
よ
う
な
土
地
を
舐
る
よ
う
に
大

事
に
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
か
ら
ね
。
今
で
も
、
下

流
に
移
ら
れ
た
方
は
野
菜
な
ど
を
作
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
自
分
の
家
の
庭
先
で
、
前
栽
に
土
を
入
れ

て
畑
に
し
て
お
ら
れ
て
ね
。

司
会　
そ
れ
で
や
っ
ぱ
り
自
給
と
い
う
安
心
感
な

ん
で
し
ょ
う
ね
。

大
西　
そ
う
で
す
ね
、徳
山
の
ば
あ
さ
ん
た
ち
も
、

い
つ
も
安
心
感
の
た
め
に
ソ
バ
を
植
え
て
い
た
よ

う
で
す
。
米
が
と
れ
な
か
っ
た
時
の
た
め
に
ね
。

余
る
の
が
わ
か
っ
て
い
て
も
保
険
み
た
い
に
い
つ

も
植
え
て
い
ま
し
た
。

司
会　
今
流
に
い
う
と
リ
ス
ク
管
理
で
す
ね
。

大
西　
も
し
冬
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、

と
い
う
不
安
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
そ
ん
な
と
き
ソ

バ
の
実
さ
え
あ
れ
ば
、
こ
れ
で
な
ん
と
か
冬
は
越

え
ら
れ
る
と
い
う
。
た
ぶ
ん
何
度
か
米
が
取
れ
な

か
っ
た
と
い
う
飢
饉
に
遭
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で

す
。
そ
ん
な
と
き
ソ
バ
が
救
っ
て
く
れ
た
と
い
う

思
い
が
あ
る
か
ら
植
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

司
会　
山
は
そ
れ
に
応
え
て
く
れ
た
の
で
す
ね
。

大
西　
そ
う
で
す
ね
、
現
金
で
は
な
い
保
険
を
ち

ゃ
ん
と
山
に
か
け
て
く
れ
て
い
た
ん
で
、
そ
れ
で

食
い
つ
な
い
だ
。
だ
か
ら
も
う
生
き
方
が
半
端
な

く
強
い
と
い
う
か
。

水
と
電
気
、
そ
し
て
離
村

司
会　
写
真
展
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
小
原
の
清
水

（
シ
ョ
ウ
ズ
）
に
見
ら
れ
る
水
は
湧
き
水
で
す
か
。

吉
田　
谷
水
が
噴
き
出
し
て
い
た
ん
で
し
ょ
う

ね
。
そ
こ
を
上
手
く
利
用
し
て
い
ま
し
た
。
シ
ョ

ウ
ズ
は
一
年
中
枯
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
。

司
会　
年
中
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
冷
た
い
湧
き
水

で
、
飲
料
水
は
も
ち
ろ
ん
、
野
菜
や
食
器
洗
い
に

も
使
っ
て
い
た
。
と
に
か
く
飲
料
水
は
こ
こ
だ
っ

た
の
で
す
ね
。

おおにし　のぶお　写真家・映画監督。1968年生まれ。東京綜合写真専門
学校卒業後、写真家で映画監督の本橋成一氏に師事。98年フリーの写真家と
して独立。2010年より生まれ育った岐阜県揖斐郡池田町に拠点を移す。著書
に『おばあちゃんは木になった』（ポプラ社、第8回日本絵本賞）、『ぶた　にく』

（幻冬舎、第58回産経児童出版文化賞大賞、第59回小学館児童出版文化賞）、
『徳山村に生きる』（農文協）など。ドキュメンタリー映画は『水になった村』
（第16回EARTH VISION地球環境映画祭最優秀賞）、『家族の軌跡―3.11の記憶
から』、『オキナワへいこう』など

よしだ　いちろう　1942年、長浜市生まれ。長浜市役所勤務のあと、長浜
城歴史博物館館長、国友鉄砲ミュージアム館長などを歴任。カメラを持ち始め
たのは市役所の広報担当職員時代から。父祖から受け継いだ田畑を耕作しなが
ら、地元の暮らしや民俗を追い続ける。2001年、ペンネーム国友伊知郎の名
で『北近江 農の歳時記』（サンライズ出版）を出版。同年、『湖北賛歌』（吉田
一郎著作刊行会）を出版。両書で第５回日本自費出版大賞を受賞。そのほか、

『写真集長浜百年』（長浜市）の編集や『目で見る湖北の百年』（郷土出版社）
の総合監修、『画文集・私の長浜』（同）の監修など
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司
会　
余
呉
村
が
ダ
ム
を
誘
致
し
た
そ
う
で
す
が

…
。

吉
田　
議
事
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
誘

致
を
受
け
て
建
設
省
が
昭
和
四
十
三
年
か
ら
地
質

調
査
に
入
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
奥
川
並
、
針
川
、

尾
羽
梨
は
、
ダ
ム
建
設
計
画
の
具
体
化
が
待
て
な

か
っ
た
の
で
す
ね
。
共
有
林
は
、
結
局
、
営
林
署

が
買
い
上
げ
た
ん
で
す
。
一
軒
わ
ず
か
五
万
か

十
万
円
と
か
で
。
鷲
見
も
地
区
内
で
は
針
川
に
次

い
で
移
転
す
る
話
を
決
め
て
い
た
そ
う
で
す
。
と

こ
ろ
が
営
林
署
の
予
算
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

共
有
林
の
買
い
上
げ
が
で
き
ん
と
い
う
こ
と
で
移

転
が
ズ
レ
て
し
ま
っ
た
。

　
先
に
離
村
さ
れ
た
三
集
落
の
方
は
、
気
の
毒
や

な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
ほ
ん
と
に
今
も
一
部
の
方
は

町
営
住
宅
に
入
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
落
差
が

も
の
す
ご
く
大
き
い
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。

司
会　
奥
川
並
の
方
は
、
ダ
ム
に
沈
む
と
こ
ろ
に

も
土
地
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

吉
田　
奥
川
並
の
方
の
土
地
所
有
状
況
は
、
よ
く

つ
か
め
て
い
ま
せ
ん
。
半
明
な
ん
か
は
ダ
ム
に
沈

ま
な
か
っ
た
村
で
、
ダ
ム
の
補
償
対
象
外
や
っ
た

ん
で
す
が
、
町
長
が
う
ち
も
ダ
ム
の
対
象
に
し
て

く
れ
ち
ゅ
う
て
ね
。
そ
れ
で
半
明
の
下
流
に
砂
防

ダ
ム
を
設
置
す
る
こ
と
に
し
て
、
砂
防
ダ
ム
に
沈

む
か
ら
と
い
う
こ
と
で
補
償
の
対
象
に
な
っ
た
の

で
す
。

吉
田　
こ
こ
だ
け
で
す
。
山
崎
傅
さ
ん
が
自
治
会

長
の
と
き
に
水
道
を
引
か
れ
た
ら
し
い
ん
で
す
が
、

水
道
を
引
い
て
も
な
お
か
つ
こ
こ
を
利
用
し
て

い
ま
し
た
。
簡
易
水
道
は
入
っ
て
き
た
の
は
昭
和

三
十
年
代
で
す
。

司
会　
当
時
は
日
本
中
に
簡
易
水
道
が
入
り
ま
し

た
か
ら
ね
。

吉
田　
高
時
川
流
域
六
か
村
の
全
部
に
電
気
が
入

っ
た
の
は
昭
和
三
十
六
年
で
す
。

大
西　

そ
れ
は
徳
山
で
も
似
て
い
ま
す
ね
。
そ

れ
ま
で
は
小
水
力
発
電
で
自
家
発
電
し
て
い
ま

し
た
。
本
に
も
書
い
て
い
ま
す
が
共
有
林
を　
　
　

売
っ
て
、
ド
イ
ツ
製
の
発
電
機
を
買
っ
た
。
そ
の

一
年
後
か
二
年
後
に
中
部
電
力
が
入
っ
て
き
た
。

昭
和
三
十
七
年
と
言
い
ま
す
か
ら
似
た
よ
う
な
年

代
で
す
。
昭
和
三
十
九
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
と
き
に
す
で
に
テ
レ
ビ
入
っ
て
い
ま
し
た
し
ね
。

吉
田　
奥
丹
生
谷
の
集
落
に
も
テ
レ
ビ
は
全
部
の

家
で
は
な
い
け
れ
ど
入
っ
て
い
ま
し
た
。
住
民
た

ち
都
会
の
生
活
と
の
落
差
に
愕
然
と
し
て
ね
。
そ

し
て
炭
が
と
う
と
う
売
れ
ん
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

生
業
の
炭
焼
き
も
廃
れ
て
生
活
に
困
窮
し
つ
い
に

は
移
住
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
言
う
こ
と
で

す
。
住
民
た
ち
は
移
住
先
を
探
し
て
く
れ
と
余
呉

村
へ
陳
情
に
行
く
と
、
村
は
建
設
省
に
ダ
ム
を
造

っ
て
く
れ
と
。
こ
れ
は
日
本
で
初
め
て
ダ
ム
の
建

設
を
住
民
側
ら
陳
情
し
た
例
で
す
。

特
価
品
の
ネ
ギ
が
買
え
な
い
理
由

司
会　
何
も
か
も
が
自
給
で
き
て
い
た
の
に
、
町

に
降
り
て
特
価
品
の
三
本
九
十
八
円
の
ネ
ギ
を
買

う
こ
と
が
情
け
な
い
。
自
分
は
農
民
だ
っ
た
の
に
、

自
分
で
作
っ
て
み
ん
な
に
分
け
て
あ
げ
て
き
た
の

に
、
な
ん
で
今
さ
ら
ネ
ギ
を
買
わ
な
い
と
い
け
な

い
の
か
。
ダ
ム
で
ご
先
祖
さ
ま
が
育
て
て
き
た
土

地
や
村
を
（
自
分
の
代
で
）
手
放
し
た
自
分
が
情

け
な
い
。『
ホ
ハ
レ
峠
』
の
主
人
公
、
廣
瀬
ゆ
き

え
さ
ん
の
切
な
い
気
持
ち
で
す
ね
。
少
し
背
景
を

説
明
い
た
だ
け
ま
す
か
。

大
西　
ゆ
き
え
さ
ん
は
、
ず
っ
と
ハ
ン
コ
を
お
さ

な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
最
後
に
は
調

印
し
て
い
ま
す
。
ハ
ン
コ
を
押
す
と
こ
れ
ま
で
見

た
こ
と
も
な
い
大
金
が
入
っ
て
く
る
。
銀
行
に
行

っ
て
通
帳
を
印
字
し
に
い
っ
た
ら
見
た
こ
と
も
な

い
数
字
が
並
ん
で
い
る
。
ゆ
き
え
ば
あ
さ
ん
は
正

直
に
嬉
し
か
っ
た
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。

吉
田　
丹
生
谷
で
も
、
補
償
金
で
皆
さ
ん
立
派
な

家
を
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

司
会　
大
き
な
家
で
し
た
ら
固
定
資
産
税
も
高
い

で
す
か
ら
ね
。
結
局
、
フ
ロ
ー
の
収
入
が
少
な
い

で
し
ょ
う
。
国
交
省
（
が
出
し
た
お
金
）
は
、
も

う
そ
の
時
に
家
を
建
て
る
だ
け
で
精
一
杯
で
す
。

そ
の
後
は
、
山
か
ら
の
収
入
も
多
く
な
い
の
で
食

い
つ
ぶ
し
て
い
く
し
か
な
い
。

吉
田　
奥
川
並
、
尾
羽
梨
、
針
川
の
方
が
本
当
に

気
の
毒
で
す
。
先
行
離
村
し
た
彼
ら
に
は
ダ
ム
の

補
償
金
さ
え
出
て
い
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
水
没
地
域

に
土
地
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
方
に
は
、
土
地
買
収

費
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
け
ど
、
ほ
と
ん
ど
村
の
共

有
林
で
し
た
か
ら
。

大
西　
補
償
金
の
使
い
方
と
い
う
の
は
国
土
交
通

省
が
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
い
て
、
成
功
し
た
と
こ
ろ

に
バ
ス
ツ
ア
ー
な
ん
か
で
行
く
ん
で
す
。
こ
う
い

う
立
派
な
家
が
建
つ
、
こ
ん
な
豊
か
で
車
な
ん
か

も
持
て
る
と
。
建
て
売
り
の
と
こ
ろ
に
も
行
っ
て
、

温
泉
入
っ
て
、
お
酒
飲
ん
で
、
二
泊
三
日
く
ら
い

の
ツ
ア
ー
な
ん
で
す
。
必
ず
ど
こ
の
ダ
ム
で
も
や

っ
て
い
て
い
ま
し
て
ね
。
そ
れ
を
や
り
な
が
ら
豊

か
さ
の
根
源
が
だ
ん
だ
ん
ズ
レ
て
い
く
わ
け
で
す
。

司
会　
大
き
な
家
を
建
て
る
と
、
ど
れ
だ
け
税
金

が
か
か
る
か
と
い
う
こ
と
も
一
応
レ
ク
チ
ャ
ー
さ

れ
る
そ
う
で
す
ね
。
で
も
そ
の
と
き
実
感
と
し
て

は
わ
か
ら
な
い
。

大
西　
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
時
、
ゆ

き
え
ば
あ
さ
ん
は
も
う
何
千
万
円
が
一
括
払
い
で

ボ
ン
と
入
っ
て
き
た
と
き
、
も
う
び
っ
く
り
し
た

け
れ
ど
も
、
正
直
嬉
し
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
バ
カ

を
見
た
と
い
う
の
が
、
二
十
年
後
。
ぼ
く
と
会
っ

て
喋
っ
て
い
く
中
で
、
だ
ん
だ
ん
腹
を
わ
っ
て
話

せ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、「
実
は
な
、」
と
。
自

分
の
家
は
普
通
の
家
だ
け
れ
ど
も
、
ま
あ
正
直
な

と
こ
ろ
カ
ネ
が
な
い
と
話
し
て
く
れ
た
。
や
っ
ぱ

り
夢
物
語
や
っ
た
と
、
二
十
年
間
が
ね
。
自
分
た

ち
で
山
に
取
り
に
行
く
暮
ら
し
だ
っ
た
の
が
、
次

の
日
か
ら
受
け
身
の
消
費
生
活
に
極
端
に
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。
今
ま
で
狩
猟
民
族
だ
っ
た
ば
あ
さ

ん
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
ん
な
そ
の
生
き
方
は
ぜ
ん

ぜ
ん
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

司
会　

山
か
、
畑
に
取
り
に
行
く
文
化
が
ス
ー

パ
ー
に
買
い
物
に
行
く
文
化
に
な
っ
た
。
そ
の

象
徴
が
ネ
ギ
な
の
で
す
ね
。
特
価
品
の
ネ
ギ
三
本

九
十
八
円
…
。
私
も
ほ
ぼ
す
べ
て
を
自
給
し
て
い

た
農
家
に
育
っ
た
の
で
、
そ
の
切
な
さ
は
よ
く
わ

か
り
ま
す
。

未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

司
会　
未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
二
人
か
ら
い

た
だ
い
て
も
い
い
で
す
か
？

大
西　
ぼ
く
は
今
五
十
三
歳
な
ん
で
す
け
ど
、
私

が
生
き
た
わ
ず
か
半
世
紀
で
こ
ん
な
に
大
き
く
暮

ら
し
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
江
戸
の
時
代
、
明

治
の
時
代
の
五
十
年
で
も
こ
こ
ま
で
は
変
化
が
な

か
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
け
ど
、

も
う
こ
の
先
、
こ
の
ま
ん
ま
（
成
長
す
る
こ
と
は
）

は
絶
対
ム
リ
だ
な
と
い
う
の
は
た
ぶ
ん
僕
ら
の
世

代
は
み
ん
な
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

司
会　
徳
山
と
違
っ
て
こ
こ
奥
丹
生
谷
は
残
っ
て

い
る
ん
で
す
よ
ね
。
水
の
底
に
沈
ん
で
い
な
い
。

日
本
中
で
、
住
民
が
移
転
し
て
か
ら
中
止
に
な
っ

た
国
営
の
ダ
ム
は
こ
こ
丹
生
ダ
ム
だ
け
で
す
か
ら
、

山
も
川
も
変
わ
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
自
然
も
豊

か
で
川
の
水
も
美
味
し
い
し
、
ク
マ
も
イ
ヌ
ワ
シ

な
ど
の
生
き
物
も
ま
だ
い
る
ん
で
す
よ
。
吉
田
さ

ん
、
こ
の
写
真
展
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
鷲
見
の

あ
そ
こ
に
ま
た
家
造
っ
て
暮
ら
そ
う
か
と
言
う
人

が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。

吉
田　
ぼ
く
も
そ
う
い
う
人
が
出
て
く
る
こ
と
を

期
待
し
ま
す
。
で
も
、
わ
が
国
の
山
村
の
過
疎
化

は
い
っ
そ
う
進
ん
で
行
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
写
真
の
人
た
ち
は
、
あ
り
が
た
い
、
あ

り
が
た
い
、
と
い
う
思
い
で
暮
ら
し
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
写
真
の
皆
さ
ん
と
接
し
て
、
真
の
豊
か
さ
、

真
の
幸
せ
と
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。「
生
き
る
喜
び
と
誇
り
が
感
じ
ら
れ
る
か
ど

う
か
」
だ
と
思
い
ま
す
。
記
憶
を
記
録
に
残
す
写

真
展
と
写
真
集
が
未
来
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

大
西　
そ
こ
が
写
真
展
の
す
ご
さ
だ
と
思
い
ま
す

ね
。

吉
田　
で
す
か
ら
、
こ
の
写
真
に
出
て
く
る
親
や

お
じ
い
さ
ん
た
ち
の
子
ど
も
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
た

ち
も
見
に
来
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　
　
　
　
　
　
（
対
談
は
写
真
展
開
催
前
に
収
録
）
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「琵琶湖源流の美と暮らし」写真展・第１会場妙理の里での初の野外写真展。左の建物では館内展示と小原籠実演。
右の建物の裏にメインの展示コーナー設ける。９日間での来場は約2,000人を数えた（2021年10月24日）

吉
田
一
郎
写
真
展

「
琵
琶
湖
源
流
の
美
と
暮
ら
し
」　
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第２会場洞寿院。正面が本堂、左が座禅堂、右が庫裡研修室。その軒下を活用した野外写真展。
本堂裏には小原・田戸・奥川並の墓地が移されている。集落のご先祖に捧げる写真展ともなった（2021年10月14日）
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苦労の多い田んぼづくり。
高時川の川向いの田へワイヤーで行き来する鷲見の山口はるのさん（1991年）

「ワイヤーの女性はぼくの母です」と山口勝巳さん。
勝巳さんは、山口勇太郎・はるのさんの三男。「かつ味」の屋号で高月町でお食事処を経営する（2021年９月25日）

離
村
者
た
ち
の
今
、
昔
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山口勝巳さんの両親、冬の準備に割木を割る父山口勇太郎さん
とエゴマを収穫する母はるのさん（1991年）

山口勇太郎、はるの夫妻の長女一枝さん一家５人が写真展の両親と会いに帰ってきた。
夫の太田邦雄さんは材木商を営む。洞寿院で（2021年10月17日）

高月町柏原でお食事処「かつ味」を営む山口勝己さん夫妻と
左は奥さんの妹さん（2021年10月20日）



178179

小原の山﨑左馬太さんと妻八重さん。
左馬太さんは寡黙な人だったが、八重さんは腹の底から笑い声
を出すような賑やかな人だった。
ショウズ（村の共同井戸）ではいつも笑顔の中心だった（1994年）

「親父のこんないい顔見たことがない」と長浜えきまちテラス会場のパネルの前で長男の山﨑豊秋さん
パネル写真左が父親左馬太さん（2021年12月11日）

山﨑左馬太家の４兄妹夫婦が集まった。
長男豊秋、長女千代栄、次女和代、次男喜久雄さんご夫婦。妙理の里で（2021年10月21日）



180181

「信子は３年前に死んだ」と妻の遺影を手に今井柳三さん。
娘さんは3人とも嫁がれ今は一人暮らし（2021年９月25日）

離村前の田戸での今井柳三さん。後ろの家が今井家。
柳三さんは7人兄弟の３男で家を継いだ（1994年）



182183

「おっかぁは10人の子どもを産んだ」と
母きりゑさんのパネル手に母を偲ぶ田戸・髙橋久雄さん。
余呉文化センターの巡回展で（2021年12月２日）

「昔はこんな格好で山仕事に行った」と蓑笠を着ける髙橋久雄さん。
屋号は松五郎。通称「松さん」（1994年）



184185

今市の新家の前で坂本馨さんと妻多鶴子さん。
多鶴子さんの兄 太々野㓛さんと２軒で観音堂を守り続ける（2021年９月25日）

離村の年。
高時川で最後の精霊流しをする小原の坂本馨・多鶴子夫妻。
川の盆棚に思いを込めた（1995年）



186187

小原籠の伝承者・太々野㓛さん。
若い頃は養蚕、炭焼き、会社勤めも27年、籠づくりは40年になる（2021年９月26日）

今市に新築した太々野㓛家（2021年９月26日）。
屋敷の中に小さな畑と小原籠づくりの作業小屋を設けている

法事などで高月の長女森文子さんと宇根の榊邦子さん
一家らが帰ってくるとお祭り騒ぎのような賑わいに（2021年８月お盆、太々野㓛さん娘婿の榊伝

つたかず
和さん提供）



188189

鷲見、川口一治さん。湖北１市12町で組織された広域行政事務
センター勤務だったため長浜市加納町に居を構え休日には鷲見
に帰っていた（1993年）

「夫は2021年4月に77歳で亡くなりました」と一治さんの妻はる美さん。
「亮人、さや香がいてくれますので」と東野の家で（2021年９月５日）



190191

鷲見川の木橋の上で自転車に興じる川口さや香さんは６歳。1988年生まれ。
68～69頁の宮参りの子の成長した姿。
うしろは兄の亮人さん。仲良し兄妹だ（1994年）

2021年、さや香さんは33歳。今は３人の子のお母さん。上の子は中学生。
宮参りの自分の写真を見て「あれから33年？」。妙理の里で（2021年10月16日）



192193

クマ撃ちの名手・久保吉郎さん。昭和6年生まれ。
３男１女に恵まれたが２男は１歳で亡くした（1996年）

久保吉郎さんの子と孫。
左から秀行さんの妻陽子さん、三男秀行さん、長男治郎さん、
右端は秀行さんの長男翔平さん。洞寿院会場で（2021年10月17日）



194195

父祖の地に価値を求め父の建てた家を余呉町東野に移築した橋詰正道さん夫妻。
犬山市の自宅から余呉に通う（2021年11月17日）

橋詰儀三郎さんの肖像の前で。左から三男眞澄夫人みつ子さん、長女内藤潤子
さんの娘里美さん、長男の久保与治平さん、二男正道さん、長女内藤潤子さん、
潤子さんの娘婿大杉修弊さん。洞寿院会場で（2021年10月19日）



196197

田戸、今井巳一さん。田戸一番の大地主今井家９代目。
大正６年生まれ。奥川並分校最後の先生（1993年）

田戸の人びとの大パネルを見つめる今井巳一さんの孫娘夫婦。
洞寿院で息子の静雄さん（写真パネル後列右端）とはお会い
できなかったのが残念。（2021年10月24日）



198199

尾羽梨集落写真を手にする柴田郁造先生。昭和44（1969）年から46（1971）年の閉校まで、
尾羽梨分校の教諭を勤めた。村の人からは、先生様と呼ばれていた。（2021年10月16日）

尾羽梨分校閉校時の子どもたち（1971年）
（柴田郁造先生提供）

小原分校に赴任した肥田嘉昭先生夫妻（左から３、4人目）と教え子が
写真展会場で再会した。
教え子籾山正子さん（左）らが先生を誘った。洞寿院で（2021年10月18日）

谷口長三さん家族を洞寿院会場で案内する別府元彦先生（手を広げている方）。長女の充
あつ

子
こ

さん（右端）が別府先生の教え子。
「新任の教諭だったにもかかわらず、村の人は先生様と呼んで大事にしてくれた」と、別府先生（2021年10月24日）



200201

1970年の針川最後の日、「これが見納め、振り返る女性は私です」と
中川美代さん（昭和６年生まれ）。
当時39歳だった。余呉文化ホールで（2021年11月26日）

「このぐずる子は私の主人、ぼくのお父さんです」と、135頁下段の中川巧さんの奥さん
みどりさん（右）とその息子の瑛貴さん。余呉文化ホールで（2021年11月27日）

中川璋・美代さんの三女和美さん（右から２人目）一家。
岐阜県郡上市白鳥町から会場へ駆けつけた。長浜えきまちテラスで（2021年12月12日）



202203

寝たきりで意識も失われたかにみえた長三さんから声が出た。
写真を指さし「うちの家や～」「キチローや～」「オカ（母）や！」。写真展会場妙理の里で（2021年10月24日）

声をかけても反応がなかった谷口長三さん。自宅のソファーで（2021年９月５日）

写真を食い入るように見つめる長三さんは、写真展会場で記憶と命を蘇らせた（2021年10月19日）　

　

二
〇
二
一
年
八
月
二
六
日
と
九
月
五
日
、
私
は
鷲
見
か
ら

余
呉
町
東
野
に
移
住
さ
れ
た
谷
口
長
三
さ
ん
を
久
方
ぶ
り
に

訪
ね
ま
し
た
。
長
三
さ
ん
は
満
九
十
六
歳
。
ソ
フ
ァ
ー
に
横

た
わ
り
目
は
う
つ
ろ
、
何
を
話
し
か
け
て
も
反
応
が
あ
り
ま

せ
ん
。「
長
三
さ
ん
、
長
三
さ
ん
」
と
繰
り
返
し
呼
ん
で
も
「
あ

～
、
う
～
」
と
寝
息
か
な
と
思
え
る
ほ
ど
の
声
で
、
意
識
を

無
く
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。

　

一
〇
月
十
九
日
、
そ
の
長
三
さ
ん
が
車
イ
ス
で
写
真
展
会

場
へ
来
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
最
終
日
に
は
、
千
代
子

夫
人
と
一
緒
に
再
来
場
し
て
く
れ
ま
し
た
。
息
子
の
到
さ
ん

と
娘
の
充
子
さ
ん
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

長
三
さ
ん
は
元
気
を
取
り
戻
し
、
写
真
を
食
い
入
る
よ
う

に
見
つ
め
て
、「
う
ち
の
家
や
！
」
と
声
を
出
さ
れ
ま
し
た
。

「
キ
チ
ロ
ー
や
！
」「
オ
カ
や
！
」
の
声
も
聞
き
取
れ
ま
し
た
。

キ
チ
ロ
ー
は
近
所
の
久
保
吉
郎
さ
ん
の
こ
と
、
オ
カ
は
母
ひ

さ
ゑ
さ
ん
が
ト
チ
の
実
を
干
し
て
お
ら
れ
る
写
真
で
し
た
。

　

記
憶
が
蘇
っ
て
き
た
よ
う
で
、
写
真
を
見
つ
め
る
長
三
さ

ん
の
瞳
は
潤
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
の
日
々
、
長
三
さ

ん
は
元
気
を
取
り
戻
さ
れ
た
の
で
す
。
次
男
の
到
さ
ん
の
言

葉
で
す
、「
奇
跡
や
、
奇
跡
が
起
こ
っ
た
」。



204205

1975（昭和50）年の鷲見。鷲見川に沿って肩を寄せ合うように伊香型民家が並んでいた。
村は血のつながりが多く大家族のようで、ユイの精神に満ち、自然に寄り添う丁寧な暮らしがあった



206207

離村３年目の平成10（1998）年。橋の欄干と石積み護岸と洗い場と残った電柱だけが暮らしの跡をとどめていた。
キーキーというサルの鳴き声と草を揺らす風の音が肌を刺すように感じられた



208209

離村から26年目の2021年９月19日、村は大自然に呑み込まれていた。人は去っても山河は変わらず。
長い歴史を刻んだとは言え、所詮人間の営みは大自然からの借り物の上にあったと気づかされた



210211

　

多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
支
援
ご
協
力
の
お
か
げ
で
写
真
集
『
地

図
か
ら
消
え
た
村
』
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

　

琵
琶
湖
の
源
流
・
高
時
川
上
流
の
奥
丹
生
谷
は
僻
地
の
よ
う

に
思
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
は
北
国

道
が
通
る
重
要
な
歴
史
の
回
廊
で
し
た
。
そ
の
た
め
高
い
文
化

力
を
も
つ
風
土
が
形
成
さ
れ
温
存
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
戦
後
失

っ
て
き
た
日
本
人
の
暮
ら
し
が
消
え
る
こ
と
な
く
残
っ
て
い
る

こ
と
に
私
は
感
動
し
ま
し
た
。そ
し
て
村
々
へ
通
い
続
け
ま
し
た
。

　

二
○
二
一
年
、「
写
真
展
・
琵
琶
湖
源
流
の
美
と
暮
ら
し
」
が

滋
賀
県
の
「
滋
賀
を
み
ん
な
の
美
術
館
に
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

採
択
さ
れ
、
初
め
て
の
野
外
写
真
展
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
長
浜
市
の
サ
ク
ラ
イ
工
芸
さ
ん
の
助
言
と
献
身
的
ご
協
力

で
、
畳
一
枚
分
の
大
き
さ
の
ア
ル
ミ
板
パ
ネ
ル
を
三
十
枚
も
作

る
こ
と
が
で
き
、ご
来
場
の
皆
さ
ん
に
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

余
呉
町
妙
理
の
里
や
洞
寿
院
の
荘
厳
な
境
内
に
映
え
ま
し
た
。

写
真
展
は
、
余
呉
と
県
立
美
術
館
の
二
会
場
で
開
く
予
定
で
し

た
が
、
余
呉
文
化
ホ
ー
ル
と
長
浜
え
き
ま
ち
テ
ラ
ス
か
ら
も
開

催
要
請
を
受
け
、
四
会
場
で
四
千
人
近
い
方
に
ご
観
覧
い
た
だ

き
ま
し
た
。
会
場
に
は
離
村
さ
れ
た
人
び
と
や
親
戚
、
友
人
知

人
が
県
外
か
ら
も
帰
郷
さ
れ
、
同
窓
会
の
よ
う
に
再
会
を
喜
び

合
う
光
景
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
る
と
、
昔
の
つ
つ
ま
し
い
暮
ら
し
と
村
を

大
切
に
守
っ
て
こ
ら
れ
た
姿
か
ら
自
分
の
幼
少
の
こ
ろ
を
懐
か

し
む
声
。
共
感
。
驚
き
。
夫
婦
。
感
動
。
針
川
最
後
の
日
の
ぐ

ず
る
子
。
泣
き
そ
う
に
な
っ
た
。
豪
雪
、ワ
イ
ヤ
ー
で
の
川
渡
り
、

サ
ル
と
の
闘
い
、
大
変
だ
っ
た
米
作
り
へ
の
共
感
、
両
墓
制
や

洞
窟
で
の
野
神
神
事
へ
の
驚
き
、
家
の
解
体
を
見
守
る
夫
婦
、

ひ
た
す
ら
祈
る
姿
へ
の
感
動
、
雪
に
せ
か
さ
れ
た
針
川
最
後
の

日
ぐ
ず
る
子
を
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
よ
う
と
す
る
母
の
姿
に
泣
き

そ
う
に
な
っ
た
、
離
村
式
、
最
後
の
食
事
会
に
は
ド
キ
ド
キ
胸

が
熱
く
な
っ
た
、
と
い
っ
た
声
が
た
く
さ
ん
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

笑
顔
が
美
し
い
写
真
の
お
じ
さ
ん
た
ち
に
会
い
た
い
、
と
い
っ

た
声
も
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
枚
の
写
真
の
持
つ
力
、

　
　
　
　
記
憶
呼
び
戻
し
命
蘇
ら
せ
る

　

写
真
展
を
通
し
て
、
私
は
一
枚
の
写
真
の
持
つ
力
を
改
め

て
感
じ
ま
し
た
。
長
年
ダ
ム
対
策
委
員
長
と
し
て
活
躍
さ
れ

て
き
た
谷
口
長
三
さ
ん
が
記
憶
を
呼
び
戻
し
た
出
来
事
は
、

二
〇
二
・
二
〇
三
頁
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

写
真
展
後
、
訪
宅
す
る
と
、「
吉
田
は
ん
、
奥
さ
ん
元
気
か
い

ね
」
と
私
の
妻
を
気
遣
っ
て
く
だ
さ
る
ほ
ど
で
し
た
。
そ
し
て
「
も

う
じ
き
寺
の
ま
つ
り
ご
と
を
す
る
さ
か
い
、
お
ま
ん
も
来
と
く
れ
」

と
も
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
寺
の
ま
つ
り
ご
と
は
長
三
さ
ん
の
幻

想
で
し
た
。
移
住
先
に
新
し
い
寺
を
新
築
し
た
責
任
者
と
し
て

次
は
法
要
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
思
い
か
ら
出

た
夢
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
一
枚
の
写
真
が
記
憶
を

呼
び
戻
し
、命
を
も
蘇
ら
せ
る
力
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
離
村
さ
れ
た
方
だ
け
で
な
く
、
来
場
者
の
多
く
の
方
に

共
通
し
た
記
憶
蘇
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

私
が
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
長
い
道
の
り
が
あ
り
ま
し
た
。

奥
丹
生
谷
へ
取
材
に
入
っ
て
か
ら
離
村
ま
で
二
十
五
年
。
離
村

か
ら
今
日
ま
で
二
十
七
年
と
い
う
歳
月
が
経
っ
て
い
ま
す
。
最

初
は
、
カ
メ
ラ
を
向
け
る
と
顔
を
背
け
ら
れ
た
人
も
、
長
い
お

付
き
合
い
の
中
で
「
ま
あ
、
上
が
っ
て
か
ん
せ
」
と
言
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
人
た
ち
の
暮
ら
し
と
こ

の
風
景
が
も
う
す
ぐ
消
え
る
と
い
う
焦
り
と
、
こ
れ
ら
を
今
の

う
ち
に
記
録
し
て
お
か
ね
ば
と
い
う
使
命
感
が
私
の
背
を
押
し

続
け
ま
し
た
。

長
浜
市
の
広
報
マ
ン
か
ら
の
出
発

　

私
は
長
浜
市
の
広
報
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で

「
時
代
を
記
録
す
る
」
こ
と
が
自
分
の
役
目
と
考
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
広
報
マ
ン
の
目
で
地
域
の
個
性
と
独
自
性
を
見
つ

め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
文
章
は
三
山
元も
と
あ
き暎
先
輩
か
ら
、
写

真
は
エ
ン
ヤ
写
真
工
芸
社
の
塩
谷
芳
明
さ
ん
と
長
浜
ス
タ
ジ
オ

さ
ん
か
ら
指
導
を
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
七
五
年
ご
ろ
、

朝
日
新
聞
長
浜
通
信
局
の
吉
川
宏
暉
記
者
か
ら
「
一
ち
ゃ
ん
、

い
ま
の
湖
北
の
風
景
や
暮
ら
し
を
写
真
に
残
せ
ば
歴
史
に
な
る

よ
」と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
ま
し
た
。
そ
の
ひ
と
言
が
ぼ
く
を
、

ふ
る
さ
と
湖
北
の
写
真
記
録
に
の
め
り
込
ま
せ
る
力
に
な
り
ま

し
た
。
高
度
経
済
成
長
で
農
村
が
大
変
貌
し
て
い
る
時
代
で
し

た
。
以
来
、
ダ
ム
の
湖
底
に
沈
む
村
を
始
め
、
湖
北
の
民
俗
、

米
づ
く
り
の
一
年
、
畦
の
木
の
四
季
、
神
々
の
村
、
オ
コ
ナ
イ
、

雨
乞
い
太
鼓
踊
り
、
湖
北
の
祭
り
、
湖
北
の
子
ど
も
た
ち
、
な

ど
の
テ
ー
マ
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
の
取
材
不
足
を
補
っ
て
く
れ
た
の
が
、
余
呉
町
か
ら
の
「
高

時
川
ダ
ム
建
設
地
域
民
俗
文
化
財
調
査
団
」
の
委
嘱
で
し
た
。

私
が
長
浜
市
企
画
課
長
の
と
き
で
し
た
。
一
九
八
八
年
度
か
ら

の
二
ヵ
年
継
続
事
業
で
、
十
四
人
の
先
生
方
と
調
査
に
入
る
こ

と
が
で
き
、
多
く
の
情
報
を
得
、
村
の
人
か
ら
一
層
の
信
頼
を

得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

湖
北
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
所
設
立

　

本
書
の
刊
行
は
私
一
人
の
力
で
な
し
得
た
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
数
年
前
か
ら
、『
み
～
な  

び
わ
湖
か
ら
』
前
編
集
長
の

小
西
光
代
さ
ん
、
長
浜
市
学
芸
専
門
監
の
太
田
浩
司
さ
ん
ら
と

ア
ー
カ
イ
ブ
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
相
談
し
て
き
ま
し
た
が
、

資
金
面
と
行
政
の
支
援
面
で
踏
み
切
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

二
〇
二
〇
年
暮
れ
、
世
界
と
日
本
の
写
真
史
を
研
究
す
る
京

都
繊
維
工
芸
大
学
大
学
院
生
の
橋
詰
知
輝
さ
ん
と
前
滋
賀
県
知

事
の
嘉
田
由
紀
子
さ
ん
か
ら
、
写
真
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
化
の
提
案
を
受
け
、
先
ず
、「
ダ
ム
に
沈
ま
な
か
っ
た
村
」

の
写
真
集
づ
く
り
か
ら
始
め
よ
う
と
の
意
見
の
一
致
を
見
ま
し

た
。
年
が
明
け
た
二
〇
二
一
年
か
ら｢

琵
琶
湖
源
流
の
森
林
文

化
を
守
る
会｣

の
小
松
明
美
さ
ん
、
写
真
家
高
村
洋
司
さ
ん
ら

と
フ
イ
ル
ム
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。「
琵
琶

あ
と
が
き

吉
田
一
郎
湖
北
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
所
所
長
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湖
源
流
の
森
林
文
化
を
守
る
会
」
か
ら
は
デ
ジ
タ
ル
化
に
必
要

な
資
金
支
援
を
受
け
、「
湖
北
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
所
」
設
立
に
至

り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
滋
賀
県
の
「
滋
賀
を
み
ん
な
の
美
術
館
に
」
の
補

助
事
業
に
採
択
さ
れ
て
写
真
展
へ
の
取
り
組
み
が
始
ま
り
、
写

真
家
古
谷
桂か
つ
の
ぶ信
さ
ん
の
強
力
な
支
援
の
も
と
に
、
三
山
元
暎
さ

ん
を
代
表
と
す
る
「
吉
田
一
郎
写
真
集
出
版
委
員
会
」
が
つ
く

ら
れ
、
地
域
誌
『
ふ
も
と
』
編
集
長
三
田
村
圭
造
さ
ん
が
編
集
、

小
西
光
代
さ
ん
が
資
金
を
確
保
す
る
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
の
実
務
を
担
当
し
、
植
田
淳
平
さ
ん
の
指
導
を
得
て
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
へ
の
取
り
組
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ク
ラ

ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
、モ
ン
ベ
ル
会
長
の
辰
野
勇
さ
ん
と
、

写
真
家
の
今
森
光
彦
さ
ん
が
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
写
真
展
、
チ
ラ
シ
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
、

写
真
集
と
一
連
の
デ
ザ
イ
ン
は
、RINRIE
デ
ザ
イ
ン
の
堤
理
恵

さ
ん
に
デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
三
百
六
十
人
以
上
の
ご
支
援
で
こ
の
写
真
集
が
完
成

し
た
の
で
す
。

　

写
真
展
で
紹
介
し
た
写
真
を
全
部
収
録
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。「
私
の
写
真
が
あ
っ
た
は
ず
」
と
思
わ
れ
る
方
も

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
お
許
し
く
だ
さ
い
。
写
真
集
で
い
ち
ば

ん
苦
労
し
た
の
は
、
写
っ
て
い
る
人
の
名
前
の
確
認
で
し
た
。

そ
の
た
め
に
何
回
も
何
回
も
移
住
さ
れ
た
み
な
さ
ん
の
許
を
訪

ね
、
名
前
、
生
年
月
日
、
家
族
関
係
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
訊
き
ま

し
た
。
そ
れ
を
記
録
し
た
大
学
ノ
ー
ト
は
三
冊
に
及
び
私
の
大

切
な
財
産
に
な
り
ま
し
た
。

　

古
谷
桂
信
さ
ん
か
ら
、「
鷲
見
の
昔
と
今
の
姿
を
写
真
集
の
最

後
に
ド
ン
ド
ン
ド
ー
ン
と
大
き
く
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
の

提
案
を
受
け
、
長
男
と
孫
と
三
人
で
鷲
見
の
地
を
訪
ね
ま
し
た
。

田
戸
か
ら
は
車
両
通
行
止
め
の
た
め
三
人
で
歩
き
ま
し
た
。
鷲

見
で
は
草
刈
り
を
し
て
、
二
〇
八
・
二
〇
九
頁
の
写
真
が
撮
影
で

き
ま
し
た
。
こ
こ
ろ
ざ
し
を
伝
え
る
、
世
代
を
繋
ぐ
、
と
い
う

こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
こ
の
写
真
集
の
お
か
げ
で
「
記

憶
を
記
録
に
」「
地
域
の
お
役
に
」
と
い
う
私
の
願
い
が
私
自
身

の
孫
ま
で
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
人
は

去
っ
て
も
山
河
は
変
わ
ら
ず
」
と
い
う
事
実
を
三
人
で
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

写
真
展
で
は
、
余
呉
地
域
づ
く
り
協
議
会
の
是
洞
尚
武
会
長
、

ウ
ッ
デ
ィ
パ
ル
余
呉
を
経
営
す
る
ロ
ハ
ス
長
浜
の
月
ヶ
瀬
義
雄

会
長
、
前
川
和
彦
社
長
、
洞
寿
院
の
竹
内
昭
道
（
第
五
十
五
世
）

住
職
、
妙
理
の
里
の
地
元
菅
並
地
区
の
み
な
さ
ん
に
は
た
い
へ

ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
会
場
設
営
や
受
付
、
案
内
で
は
多

く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
お
力
添
え
を
得
ま
し
た
。

　

本
誌
出
版
に
あ
た
っ
て
は
、
丹
生
ダ
ム
対
策
委
員
会
の
湯
本

聡
委
員
長
の
ご
支
援
・
ご
協
力
も
賜
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
余
呉
地
域
活
力
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
山
路
満
子
さ
ん
、

余
呉
文
化
ホ
ー
ル
の
永
井
育
施
設
長
、
え
き
ま
ち
テ
ラ
ス
長
浜

株
式
会
社
の
米
澤
辰
雄
代
表
取
締
役
、
滋
賀
県
立
美
術
館
ス
タ

ッ
フ
の
皆
さ
ん
。
な
ら
び
に
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
株
式
会
社
の

岩
根
順
子
社
長
に
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　

お
世
話
に
な
っ
た
皆
さ
ん
に
感
謝
、
感
謝
で
す
。
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

三世代が繋がった鷲見行き。
鷲見川は石積み護岸も見えないほど葦やススキに覆われ、草を刈っての撮影。
人家跡には雑木が伸びていた。左から長男の直人、孫の雅登、私。
2021年9月19日撮影
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