
＊
ダ
ム
に
沈
む
村

（岐
阜
県
揖
斐
郡
徳
山
村
）
訪
間
記

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

全
村
水
没
前
に
無
気
力
、
内
紛
…
…
…
…
…
…
…

無
条
件
降
伏
の
悲
劇
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徳山村中′いを望む▲

:/イ

岐
皐
県
揖
斐
郡
徳
山
村
は
、
本
曽

１
川
の
う
ち

一
番
西
を
流
れ
る
揖
斐

川
の
最
Ｌ
流

に
位
置
し
、
北

の
境
界

を
福
井

‐
岐
阜
両
県
境

の
分
水
嶺

に

も

つ
、
山
ま
た
山
の
実
村

で
あ
る
。

広
大
な
村
域
は
、
豊
田
市
か
弓
旧

高
岡
町
を
除

い
た
面
積

に
匹
敵
す
る

が
、
谷
合

に
点
在
す
る
八

つ
の
部
落

に
は
、
五
百
世
帯
、
千
七
百
人
余
が

住
む
に
す
ぎ
な

い
ｃ
弥
生

・
縄
文
の

歴
史
を
持

つ
古

い
村
だ
が
、
世
帯
当

り
人
口
は
三

・
五
人
と
、
新
興
同
地

並
み
で
あ
る
ｃ
若

い
者
が
村
を
棄

て

た
か
弓
だ
。

こ
の
村
は
間
も
な
く
、
世
界
第
二

位
、
束
洋

´
の
巨
大
な

ロ
ッ
ク
フ
ィ

ル
式
ダ
ム

（
五
卜
二
年
着
工
、
に
十

Ｌ
年
完
Ｉ
予
定

）
の
湖
底

に
没
し
、

地
Ｌ

か
ら
姿
を
消
す

こ
と
に
な

っ
て

い
る
。
私
達
が
徳
山
村
を
訪
れ
た
の

は
、
反
対
運
動
皆
無

の
ま
ま
、
全
村

水
没

。
離
散

の
悲
運
を
受
け
入
れ
た

村

の
事
情
を
知
り
た
か

っ
た
か
ら
で

あ
る
。

私
達

は
、

こ
こ
当

分

の
問

ダ

ム
と

道
路

を
濫
造

す

る
列
島

改
造
を
中

止

し
、

――

の
水

と
空
気
を

取

り
戻
し
た

方

が

い
い
、
そ
う
す

る
た

め
に
は
、

生
活
水
準
を
落
と
し
て
で
も
生
産
活

動
を
抑
制
し
た
方
が

い
い
し
、
高
度

成
長
期
に
つ
け
た
生
活
の
ゼ
イ
肉
は

切
り
捨
て
る
べ
き
で
は
な

い
か
、
と

思
う
。

こ
の
町
の
市
政
も
そ
う
行
う

べ
き
で
、
そ
の
た
め
に
″
反
進
歩
主

義
″
の
レ
ツ
テ
ル
を
貼

らヽ
れ
て
も

い

い
で
は
な

い
か
、
と
思
う
。

そ
う

い
う
立
場
か
ら
、
足
助
町
内

に
予
定
さ
れ
て
い
る
巴
川
ダ
ム
の
建

設
に
反
対
し
て
き
た
。
今
回
の
徳
山

行
き
も
、
昨
年
の
板
取
村
訪
間
も
、

そ
の
た
め
の
勉
強
で
あ

っ
た
。

若

い
者
が

い
な

い
せ
い
だ
ろ
う
、

徳
山
村

の
空
気
は
よ
ど
ん
で
い
た
。

秋
の
早

い
山
地
ゆ
え
、
九
月
下
旬
は

も
う
、
稲
刈
り
た
け
な
わ
で
あ

っ
た

が
、
の
ど
か
、
と
い
う
雰
囲
気
で
は

な

い
。
活
気
を
欠

い
て
寂
し
さ
だ
け

が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
村
役
場
の
琺

員
も
老
令
化
し
て
お
り
、
中
年
過
ぎ

の
男
が
窓
口
に
出
て
い
た
。

流
出
が
底
を

つ
い
た
せ
い
か
、
も

う
急
激
な
人
口
減
は
見
弓
れ
な

い
が

次
代
を
に
な
う
生
徒
数
の
減
少
は
今

も
続

い
て
お
り
、
平

い
ス
ピ
ー
ド
で

″廃
村
″
に
向

っ
て
い
る
、
と
い
う
印

象
だ

っ
た
。
世
帯
数
だ
け
は
若
千
増

を
超
し
て
ぉ
り
、
移
転
先
で
の
就
職
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く
石
コ
ロ
ば
か
り
の
畑
に
イ
た

‐、一湿
（
″
バ
が
植
え
て
あ
っ
た
（戸
入
部
落
）

地「坊主平]を 望む (戸入部

え
る
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
水

没
補
慣
日
あ
て
の
帰
村
ら
し
い
。

昨
年
訪
れ
た
板
取
村
は
、
長
良
川

の
水
源
地
帯
を
支
配
す
る
福
井
県
境

の
広
大
な
過
疎
の
地
で
、
全
村
水
没

の
予
定
地
だ

っ
た
が
、
役
場
の
姿
勢

と
村
の
零
囲
気
は
、
徳
山
と
対
象
的

だ

っ
た
。
役
場
に
は

「全
て
の
権
力

に
屈
せ
ず
、
父
祖
墳
墓
の
地
を
護
れ
」

と
大
書
し
た
過
激
な
看
板
が
建
ち
、

三
卜
代
の
村
長
先
頭
に
全
村

一
九
の

反
対
運
動
が
続

い
て
い
た
。

役
場
で
は
若

い
娘
職
員
が
応
待

に

出

て
い
た
し
、
村
内
に
は
、

「大
豆

を
播

こ
う
」
だ
の

「板
取
川
の
清
流

を
守
ろ
う
」
な
ど
の
標
語
が
、
ゃ
た

弓
と
日
に
つ
い
た
。
文
句
は
忘
れ
た

が
、
長
寿
の
秘
決
を
書

い
た
標
語
ま

で
あ

っ
た
。

若

い
衆
達
が
出
入
り
す
る
バ
ー
風

の
飲
み
屋
が
各
所
に
あ

っ
た
し
、
村

は
、
川
沿

い
の
最
上
流

の
部
落
に
村

営
体
育
館
を
建
て
、
―‐
流
部
の
寂
び

れ
る
の
を
防

い
で
い
た
ｃ

広
人
の
山
地
に
は
植
林
、
谷
合

の
わ

ず
か
な
農
地

に
は
名
産

の
フ
キ
を
植

え
る
よ
う
奨
励
し
て
い
た
。
村
内
を

流
れ
る
板
取
川
の
漁
業
権

に
つ
い
て

は
、　
．
方
的
な
宜
言
を
発
し
、
本
流

の
長
良
川
か
ら
独
立
し
て
、
釣
人
に

独
自
の
人
川
券
を
売

っ
て
い
た
。

若

い
人
日
の
流
出
を
防
ぎ
、
山
と

川
を
基
盤

に
し
た
伝
統
的
な
生
産
の

再
興
で
経
済
の
自
立
を
図
ろ
う
と
す

る
、
村
役
場
の
方
針
は
成
功
し
て
い

る
よ
う
で
、
本
Ｌ
普
請
の
光
景
も
随

徳
山
村

の
人
達
も
、
板
卑
の
狭
憚

を
知

っ
て
い
た
が
、
　
語
「
が
深
く
、

働
き
に
出
る
場
所
も
遠
く
て
、
板
取

村
よ
り
条
件
が
悪

い
」
と
言
う
だ
け

で
あ

つ
た
。
そ
れ
は
水
没
を
受
け
人

れ
る
こ
と
に
な

っ
た

理
由
の

一
つ
に

は
違

い
な

い
が
、
徳
山
村
に
は
、
他

の
道
を
追
求
す
び
だ
け
の
力
が
な

い

の
が
実
情
で
、
無
気
力
が
村
全
体
を

支
配
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
、
補

償
交
渉
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
補

償
金
額
は
お
ろ
か
、
水
没
を
ま
ぬ
が

れ
て
残
る
共
有
山
林
二
万

ヘ
ク
タ
ー

ル

（町
歩

）
の
処
分
方
法
も
、
未
だ

決

っ
て
い
な

い
。

徳
山
村
の
人
達
は
い
ま
、
収
入
金

額
も
明
示
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
村
か
ら
示

さ
れ
た
移
転
先
の
物
色
に
出
か
け
て

い
る
。
共
有
山
林
の
処
分
や
補
償
金

額
を
め
ぐ
る
内
紛
が
、
こ
れ
に
続
く

の
で
な

い
か
と
心
配
す
る
人
達
が
多

か
っ
た
。

徳
山
ダ
ム
の
計
画
が
発
表
さ
れ
た

の
は
昭
和
．二
十
二
年
、
高
度
成
長
の

最
盛
期

・
四
十
六
年

に
全
村

一
致
で

受
け
入
れ
を
決
め
た
。
そ
し
て
、
全

村
水
没
の
離
散
は
、
定
安
成
長
と
言

わ
れ
る
不
景
気
の
最
中

に
行
わ
れ
る
ｃ

就
業
人
日
の
平
均
年
令
は
五
卜
才

の
目
迫
ロ
イ́
い
て
し
右
し
　
―
ス
ー

水
没
を
前
提
の
生
活
を
永
年
続
け
て

き
た
こ
の
村
に
は
、
方
針
変
更
し
て

好
機
到
来
を
待

つ
だ
け
の
力
が
な
い
。

生
活
の
道
を
選
択
す
る
力
を
失
い
、

一
方
的
に
押
し
流
さ
れ
れ
て
い
る
感

じ
だ
。
し
か
も
、
内
紛
に
よ
り
村
の

団
結
が
更
に
弱
ま
る
可
能
性
は
充
分

あ
る
。

十
数
年
前
に
、
村
再
生
の
道
を
放

棄
し
条
件
も
決
め
ず

に
ダ
ム
建
設
受

け
い
れ
た
こ
と
が
、
今
後
、
二
重
三

重
の
悲
劇
と
な

っ
て
住
民
を
襲
う
の

で
は
な

い
か
。

（水
質
調
査
会

）
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ス
′年
に1度暑言夢夕:

ぶせて (戸 入部落)
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綺
貯
水
量

奥只見ダム (重 力)
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