
エコル
ー
ツ
紀
行

播
磨
の
山
あ
い
に
水
と
緑
を
訪
ね
て

〜
大
河
内
発
電
所
と
山
崎
伝
統
園
芸
植
物
研
究
所
〜

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー 

最
相
葉
月
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姫
路
か
ら
Ｊ
Ｒ
播
但
線
特
急
「
は
ま
か
ぜ
」
に
乗
っ
て
ま
も
な

く
、
車
窓
か
ら
豊
か
な
水
を
た
た
え
た
市
川
が
見
え
た
。
播
磨
五

川
の
一
つ
で
、
か
つ
て
そ
の
上
流
に
は
国
内
有
数
の
銀
山
と
し
て

知
ら
れ
た
生
野
銀
山
が
あ
っ
た
。
播
但
線
は
銀
山
と
飾
磨
港
を
結

ぶ
「
銀
の
み
ち
」
と
呼
ば
れ
、
往
時
に
は
年
間
八
百
万
人
以
上
の

乗
客
を
運
ん
だ
と
い
う
。

　

銀
山
の
閉
鉱
は
一
九
七
三
年
。
当
時
神
戸
の
小
学
生
だ
っ
た
私

も
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
記
憶
し
て
い
る
。
平
安
時
代
の
開
鉱
以
来
千

二
百
年
、
近
代
化
を
支
え
続
け
た
大
鉱
山
の
歴
史
は
、
栄
枯
盛
衰

と
い
う
難
解
な
言
葉
と
と
も
に
幼
い
私
の
脳
裏
に
深
く
刻
ま
れ
た
。

　

と
は
い
え
、
銀
山
を
こ
の
目
で
見
た
わ
け
で
は
な
い
。
告
白
す

れ
ば
、
播
但
線
に
乗
る
の
も
、
今
回
の
旅
の
目
的
地
で
あ
る
神
崎

郡
神
河
町
を
訪
ね
る
の
も
、
初
め
て
で
あ
る
。
自
分
を
育
ん
で
く

れ
た
兵
庫
の
土
地
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
ず
し
て
上
京
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
は
内
心
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。



41季刊［やく］2009 Winter42 季刊［やく］2009 Winter

水
車
の
町

　
「
は
ま
か
ぜ
」
に
揺
ら
れ
て
約
三
十
分
、
旅
の
起
点
と
な
る
寺

前
駅
に
到
着
し
た
。
神
河
町
は
、
兵
庫
県
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に

位
置
す
る
人
口
一
万
三
千
人
ほ
ど
の
町
で
あ
る
。
職
業
柄
、
旅
を

重
ね
て
き
た
け
れ
ど
、
駅
前
に
大
き
な
建
物
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
が
ま
っ
た
く
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
感
動
を
覚
え
た
。
こ

の
町
で
い
っ
た
い
何
と
出
会
え
る
の
だ
ろ
う
。
期
待
に
胸
が
高
鳴

る
。

　
「
あ
、
こ
っ
ち
、
こ
っ
ち
で
す
よ
」

　

手
を
振
る
の
は
、
神
河
町
を
案
内
し
て
く
だ
さ
る
町
役
場
地
域

振
興
課
の
小
林
英
和
さ
ん
。
車
中
で
さ
っ
そ
く
コ
ン
ビ
ニ
を
話
題

に
す
る
と
、
我
が
意
を
得
た
り
と
い
っ
た
面
も
ち
で
説
明
し
て
く

だ
さ
る
。

　
「
神
河
町
は
二
〇
〇
五
年
に
大
河
内
町
と
隣
の
神
崎
町
が
合
併

し
て
で
き
た
ん
で
す
ね
。
旧
神
崎
町
の
国
道
沿
い
に
一
軒
だ
け
コ

ン
ビ
ニ
が
あ
る
の
で
す
が
、
旧
大
河
内
町
側
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

若
い
観
光
客
の
方
に
も
よ
く
聞
か
れ
る
の
で
す
が
、
み
な
さ
ん
信

じ
ら
れ
な
い
と
驚
か
れ
ま
す
よ
」

　

便
利
さ
と
引
き
換
え
に
日
本
人
が
失
っ
た
も
の
。
神
河
町
は
ま

ず
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
。

　

最
初
に
訪
れ
た
の
は
、
神
河
町
の
南
端
に
位
置
す
る
新
野
で
あ

る
。
コ
ッ
ト
ン
、
コ
ッ
ト
ン
と
心
地
よ
い
規
則
的
な
音
が
聞
こ
え

る
。
市
川
の
支
流
に
沿
っ
て
田
ん
ぼ
が
広
が
る
新
野
地
区
で
は
、

古
く
か
ら
灌
漑
用
の
水
車
が
活
躍
し
て
い
た
。
昭
和
初
期
に
は

十
八
機
あ
っ
た
水
車
が
三
機
ま
で
減
っ
た
と
き
、
水
車
の
町
と
し

て
再
興
し
よ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
人
々
が
い
た
。
生
田
良
昭
さ
ん

を
会
長
と
す
る
「
新
野
水
車
の
会
」
で
あ
る
。

　

竹
や
檜
、
欅
を
用
い
て
、
直
径
三
ｍ
の
水
車
が
新
た
に
八
機
つ

く
ら
れ
た
。
現
在
そ
の
一
機
で
精
米
が
行
わ
れ
、
春
か
ら
は
本
格

的
に
灌
漑
用
に
も
使
わ
れ
る
予
定
だ
。
水
車
小
屋
を
再
建
す
る
に

あ
た
り
、
水
車
の
か
ら
く
り
や
石
臼
の
つ
く
り
方
を
研
究
し
た
生

田
さ
ん
は
、
古
人
の
知
恵
に
感
心
す
る
こ
と
し
き
り
で
あ
っ
た
と

い
う
。

す
す
き
の
草
原

　

水
車
小
屋
を
あ
と
に
し
て
、
車
は
「
段
々
田
ん
ぼ
」
を
横
目
に

見
な
が
ら
山
道
を
上
っ
て
い
く
。
中
国
山
脈
の
東
部
播
磨
の
尾
根

と
い
わ
れ
る
峰
山
・
砥
峰
高
原
へ
向
か
う
道
沿
い
に
は
戦
後
植
林

さ
れ
た
杉
が
整
然
と
連
な
り
、
も
み
じ
の
紅
葉
と
相
ま
っ
て
息
を

の
む
ほ
ど
美
し
い
。
冬
の
晴
れ
た
日
に
は
、
標
高
一
〇
五
六
ｍ
の

夜
鷹
山
か
ら
明
石
大
橋
や
四
国
ま
で
見
渡
せ
る
そ
う
だ
。

　

木
々
の
鮮
や
か
な
緑
や
赤
に
見
と
れ
て
い
た
私
は
、
や
が
て
目

の
前
に
現
れ
た
光
景
に
し
ば
し
言
葉
を
失
っ
た
。
砥
峰
高
原
一
帯

に
、
広
大
な
す
す
き
の
草
原
が
午
後
の
陽
光
を
浴
び
て
光
り
輝
い

て
い
た
。
そ
れ
は
銀
の
海
だ
っ
た
。
神
々
し
く
、
繊
細
で
、
ま
る

で
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吹
き
込
ま
れ
た
天ビ
ロ
ー
ド

鵞
絨
の
絨
毯
の
よ
う
に

息
づ
い
て
い
た
。
い
や
、
そ
ん
な
表
現
は
後
づ
け
の
説
明
に
す
ぎ

な
い
。
未
知
の
光
景
に
向
き
あ
う
と
き
、
言
葉
の
無
力
さ
を
痛
感

神
かみかわちょうにいの

河町新野では、現在、新旧11機の水車が動いている。精米が行われている水車
小屋で、「新野水車の会」の生田良昭さんに話を伺った（写真右上）。この日は午後か
ら日暮れまで、町役場の小林英和さん（写真左上）が、新野から峰山高原、そして砥峰
高原へと案内してくださった。
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大河内発電所。左上に見えるのが上部の太田ダム、右下が下部の長谷ダム。
発電所は両ダムを結ぶ山の中の地下280mに設けられている

す
る
。
実
際
こ
の
と
き
の
私
は
、
た
だ
無
言
で
立
ち
つ
く
す
だ
け

だ
っ
た
。

　

と
の
み
ね
自
然
交
流
館
の
管
理
人
、
草
壁
利
光
さ
ん
が
に
こ
や

か
に
近
づ
い
て
く
る
。
小
高
い
山
の
頂
を
指
さ
し
、
草
壁
さ
ん
は

言
っ
た
。

　
「
四
月
の
第
一
土
曜
日
の
午
後
二
時
に
、
あ
そ
こ
に
点
火
す
る

ん
で
す
よ
」

　

春
の
山
焼
き
の
こ
と
だ
。
す
す
き
の
草
原
は
放
置
す
れ
ば
樹
木

や
雑
草
が
生
え
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
年
に
一
回
、
地
元
の
川

上
集
落
の
人
々
が
す
す
き
を
焼
き
払
う
の
で
あ
る
。
各
家
庭
か
ら

一
人
ず
つ
、ほ
ぜ
く
棒
と
い
う
、水
を
含
ま
せ
た
火
消
し
棒
を
も
っ

て
参
加
す
る
。
草
壁
さ
ん
も
こ
の
と
き
ば
か
り
は
、
既
に
独
立
し

た
息
子
に
連
絡
し
、「
山
焼
き
や
か
ら
帰
っ
て
く
れ
」
と
応
援
を

頼
ん
で
い
る
。

　

四
月
の
火
祭
り
、
九
月
の
観
月
会
、
十
月
中
旬
の
す
す
き
祭
り

と
、
年
に
三
つ
の
祭
り
で
約
一
万
人
が
訪
れ
る
砥
峰
高
原
は
、
も

う
す
ぐ
雪
の
季
節
を
迎
え
る
。

山
あ
い
の
巨
大
蓄
電
池

　

山
裾
に
広
が
る
川
上
集
落
を
眺
め
つ
つ
山
道
を
下
る
と
、
ま
も

な
く
関
西
電
力
・
大
河
内
発
電
所
の
下
部
ダ
ム
・
長
谷
ダ
ム
が
姿

を
現
し
た
。発
電
所
の
上
下
に
ダ
ム
を
設
け
水
を
循
環
さ
せ
る「
揚

水
式
」
で
は
喜
撰
山
、
奥
多
々
良
木
、
奥
吉
野
に
続
く
関
西
電
力

四
つ
目
の
発
電
所
で
あ
る
。
サ
バ
イ
バ
ル
登
山
家
で
知
ら
れ
る
作

家
の
服
部
文
祥
が
、
北
ア
ル
プ
ス
を
登
攀
中
に
黒
部
ダ
ム
を
見
て
、

44

▼交流館の蕎麦職人・
草壁敬一さんが、すす
きの葉（かや）でつくっ
てくれたバッタ

約90haにもおよぶ、すすきの大草原が広がる砥峰高原。かつて、たたら製鉄
の原料となる砂鉄を採取するため行った「鉄穴（かんな）流し」による起伏に
富んだ地形一帯に、銀色の穂が波打っている。明治初期には軍馬の放牧場
計画があり、馬が逃げないようにつくられた土塁が、計画頓挫後の今になって
山焼きの防火帯として活用されるようになったと、「とのみね自然交流館」管
理人の草壁利光さん（写真上）が教えてくださった。
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「
大
自
然
の
な
か
の
巨
大
な
セ
メ
ン
ト
の
塊
は
、
も
は
や
生
命
体

の
想
像
力
を
超
え
て
い
て
、
究
極
の
不
自
然
な
の
に
そ
う
感
じ
る

こ
と
が
で
き
な
い
」（『
サ
バ
イ
バ
ル
！
』
ち
く
ま
新
書
）
と
書
い

て
い
る
が
、
私
も
ま
た
、
技
術
の
粋
を
集
め
た
人
工
美
の
偉
容
に

圧
倒
さ
れ
た
。

　

の
べ
約
百
四
十
万
人
が
建
設
工
事
に
従
事
し
、
総
工
費
約

千
八
百
六
十
億
円
。
四
つ
の
発
電
機
が
す
べ
て
運
転
を
開
始
し
た

の
は
九
五
年
の
こ
と
。
八
〇
年
に
国
の
承
認
を
得
て
か
ら
十
五
年

を
要
し
た
。
上
部
の
太
田
ダ
ム
の
建
設
に
携
わ
っ
た
現
・
と
の
み

ね
自
然
交
流
館
の
蕎
麦
職
人
、
草
壁
敬
一
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
特
に

冬
の
寒
さ
が
厳
し
い
現
場
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
も
、
ダ
ム
の

底
に
大
量
の
水
が
注
が
れ
、
つ
い
に
竣
工
を
迎
え
た
日
に
は
、「
万

歳
」
の
歓
声
が
沸
き
上
が
っ
た
。

　

現
在
、
大
河
内
発
電
所
は
、
太
田
川
上
流
の
太
田
ダ
ム
と
、
犬

見
川
中
流
に
あ
る
長
谷
ダ
ム
の
三
九
四
・
七
ｍ
の
高
低
差
を
利
用

し
て
最
大
百
二
十
八
万
kW
の
発
電
を
行
っ
て
い
る
が
、
原
子
力
や

火
力
よ
り
も
短
時
間
で
起
動
で
き
る
こ
と
か
ら
、
消
費
電
力
の
急

増
す
る
昼
間
を
中
心
に
力
を
発
揮
す
る
電
源
と
し
て
稼
働
し
て
い

る
。

　

電
気
は
貯
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
電
力
需
給
に
余
裕
が

あ
る
夜
間
の
電
力
を
用
い
て
下
部
ダ
ム
か
ら
上
部
ダ
ム
へ
水
揚
げ

し
、
電
気
を
「
水
」
の
形
で
蓄
え
て
お
き
、
消
費
電
力
量
の
増
大

す
る
昼
間
に
そ
の
水
を
下
部
ダ
ム
に
落
と
し
て
発
電
す
る
。
夜
間

電
力
と
、
通
常
な
ら
発
電
後
は
河
川
に
流
す
水
の
双
方
を
有
効
に

利
用
す
る
リ
サ
イ
ク
ル
型
の
シ
ス
テ
ム
と
い
え
よ
う
か
。

　

ダ
ム
の
水
が
腐
ら
な
い
よ
う
生
活
排
水
の
流
入
に
は
常
に
留
意

し
て
お
り
、
周
辺
に
民
家
の
あ
る
下
部
ダ
ム
建
設
時
に
は
最
初
に

民
家
用
の
下
水
処
理
場
が
整
備
さ
れ
た
。
ダ
ム
湖
に
は
ブ
ラ
ッ
ク

バ
ス
や
鱒
が
生
息
し
て
い
る
が
、
釣
り
は
も
ち
ろ
ん
禁
止
で
あ
る
。

い
の
ち
を
支
え
る
電
気

　

さ
て
、
崩
落
の
危
険
が
き
わ
め
て
少
な
い
閃
緑
岩
の
ト
ン
ネ
ル

を
抜
け
て
、地
下
二
百
八
十
ｍ
の
地
下
発
電
所
に
向
か
っ
た
。ち
ょ

う
ど
五
階
建
て
の
ビ
ル
が
す
っ
ぽ
り
と
入
る
巨
大
な
地
下
空
間
に
、

四
機
の
水
車
発
電
機
（
う
ち
二
機
が
可
変
速
発
電
機
）
を
は
じ
め

と
す
る
巨
大
な
機
械
や
制
御
装
置
が
並
ん
で
い
る
。
灌
漑
か
ら
発

電
に
至
る
ま
で
、
水
車
と
は
な
ん
と
偉
大
な
装
置
か
と
再
認
識
す

る
。
水
車
の
す
ぐ
手
前
に
あ
っ
て
水
圧
鉄
管
の
開
閉
を
行
う
入
口

弁
は
、
色
も
形
も
心
臓
の
よ
う
で
、
こ
れ
を
一
度
で
も
見
た
人
な

ら
、
体
内
を
巡
る
血
液
の
よ
う
に
、
電
気
が
人
間
の
い
の
ち
を
支

え
る
貴
重
な
資
源
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
だ
ろ
う
。

　

五
代
目
所
長
の
森
垣
義
樹
さ
ん
は
、
所
長
に
就
任
し
て
三
年
目

に
な
る
。
電
気
制
御
学
が
専
門
で
、
長
く
保
全
に
従
事
し
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
機
械
の
劣
化
を
い
か
に
事
前
に
的
確
に
判
断
す
る

か
が
重
要
な
任
務
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
「
特
に
高
稼
働
の
可
変
速
機
器
は
五
年
に
一
度
は
解
体
し
て
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
を
す
る
の
で
す
が
、
大
河
内
は
運
転
開
始
後
ま
だ
十

数
年
。
デ
ー
タ
量
も
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
自
分
が
予
測

し
た
と
お
り
の
結
果
に
な
れ
ば
、
そ
り
ゃ
あ
嬉
し
い
で
す
よ
」

　

そ
う
い
っ
て
相
好
を
崩
す
森
垣
さ
ん
は
、
ま
る
で
予
防
医
療
に

携
わ
る
医
師
の
よ
う
で
あ
る
。

地
下
発
電
所

長谷ダム

太田ダム

揚水
（夜間）

発電
（昼間）

ゆとりある夜間の電気で水を汲み揚げ、電気の需要が増える昼間に
水を落として発電する「揚水発電」。電気を水の形で蓄える、いわば
「巨大な蓄電池」であり、電気と水の双方を有効に利用するリサイク
ル型のシステムでもある。

関西電力 大河内発電所
関西電力4つ目の揚水発電所として、1992年に1号機が運転開始。全4機
のうちの2機が「可変速揚水発電システム」を採用。時々刻々変化する電気
使用量と発電出力とのバランスが崩れると、電気の周波数が変化してしまう。
周波数を一定に保つことは「電気の品質」にとって重要だが、従来の揚水発
電所ではこの調整ができなかった。可変速揚水発電システムは、「弁」の開
閉と、ポンプ水車の回転速度を変化させることで、揚水電力が小刻みに早く
調整でき、夜間の周波数の精度向上を図るよう開発されたシステムだ。

▶大河内発電所の運
転制御室。所長の森
垣義樹さんから説明を
受ける

▲▶PR館「エル・ビレッジおおかわ
ち」。館長の柿原秀三さんに案内し
ていただく。ガラス張りの床下には、
発電所の一日を物語風に再現した
ジオラマが広がり、思わず見入って
しまう

◀長谷ダム
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伝
統
園
芸
植
物
を
守
る

　

旅
の
最
後
に
向
か
っ
た
の
は
、
神
崎
郡
の
隣
り
、
揖
保
川
沿
い

に
広
が
る
宍し
そ
う粟

市
の
山
崎
伝
統
園
芸
植
物
研
究
所
で
あ
る
。
私
に

と
っ
て
は
懐
か
し
く
、
心
が
引
き
締
ま
る
場
所
だ
。
と
い
う
の
も
、

拙
著
『
青
い
バ
ラ
』
の
取
材
で
お
目
に
か
か
っ
て
以
来
、
た
び

た
び
園
芸
文
化
に
つ
い
て
貴
重
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
て
い
る
ナ

チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
荻
巣
樹
徳
さ
ん
が
所
長
を
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
研
究
所
に
は
七
年
ぶ
り
の
再
訪
と
な
っ
た
。

　

伝
統
園
芸
植
物
と
は
、
江
戸
時
代
の
園
芸
家
が
彼
ら
の
価
値
観

に
基
づ
い
て
野
生
植
物
を
選
抜
育
種
し
、
園
芸
品
種
化
し
た
植
物

の
こ
と
で
あ
る
。
保
護
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
刻

一
刻
と
絶
滅
の
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
幼
い
頃
か
ら
伝
統
園
芸

植
物
の
価
値
と
栽
培
方
法
を
学
ん
で
き
た
荻
巣
さ
ん
は
、
こ
れ
を

世
界
に
誇
れ
る
日
本
独
自
の
「
生
き
た
文
化
遺
産
」
と
考
え
、
全

国
か
ら
多
様
な
品
種
を
集
め
て
保
存
に
努
め
て
き
た
。
現
在
、
松

だ
け
で
も
約
百
五
十
品
種
あ
る
ほ
か
、
富ふ
う
き
ら
ん

貴
蘭
、
紫や
ぶ
こ
う
じ

金
牛
な
ど
の

稀
少
品
種
が
二
千
九
百
種
、
大
切
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
。

　
「
葉
が
ね
じ
れ
て
い
た
り
、
斑
入
り
で
あ
っ
た
り
、
い
っ
て
み

れ
ば
あ
る
種
の
奇
形
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
不
自
然
ゆ
え
に
よ
い

と
表
現
さ
れ
た
人
が
い
ま
す
が
、
む
し
ろ
、
嫋
（
た
お
）
や
か
な
、

あ
る
い
は
嫋
々
（
じ
ょ
う
じ
ょ
う
）
た
る
美
と
表
現
し
た
方
が
い

い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
江
戸
の
人
々
の
価
値
観
だ
っ
た
の
で

す
。
こ
う
し
た
も
の
を
、
も
つ
こ
と
が
教
養
の
証
に
な
る
文
化
が

あ
っ
た
こ
と
を
日
本
人
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
」

発電所と送電線をつなぐ50万ボルト開閉設備。電気はここから、
いくつかの変電所を通り、大消費地である京阪神方面に送られる 47

関西電力 山崎伝統園芸植物研究所
花変わり・葉変わりなど植物の「芸」が尊ばれた江戸時代──江戸の美意識
と教養、それを支える職人の技によって生み出された「伝統園芸植物」の生
体を収集・保存している日本唯一の研究所。長年、伝統園芸植物の栽培技
術の確立と継承に取り組んでいる、所長の荻巣樹徳さんに話を伺った。

◀クロマツの「水犬松」

▶万両の播種床

キンシナンテンの「折鶴筏錦糸」
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荻
巣
さ
ん
の
意
思
と
技
術
を
嗣
ぐ
者
が
い
な
く
な
る
と
き
、
こ

れ
ら
の
伝
統
園
芸
植
物
も
滅
ぶ
。
関
西
電
力
が
運
営
を
支
援
し
て

い
る
こ
と
は
一
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
し
て
の
意
味
を
超
え
、
日
本
人

の
文
化
遺
産
保
護
に
つ
な
が
る
意
義
深
い
活
動
で
あ
る
と
思
え
た
。

　
「
一
つ
ひ
と
つ
の
植
物
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
ん
で
す
。
能
や
歌

舞
伎
は
衰
退
し
た
と
し
て
も
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
、

生
き
物
は
滅
び
た
ら
よ
み
が
え
り
ま
せ
ん
。
一
度
な
く
し
た
ら
再

現
で
き
な
い
も
の
は
人
間
が
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
」

●

　

風
変
わ
り
な
伝
統
園
芸
植
物
と
の
再
会
を
果
た
し
、
私
は
、
水

車
に
よ
る
町
お
こ
し
も
、
す
す
き
の
草
原
や
発
電
所
も
、
も
ち
ろ

ん
伝
統
園
芸
植
物
も
、
日
本
人
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
る
と
の
思

い
を
強
く
し
た
。
水
車
小
屋
の
石
臼
や
ダ
ム
底
に
敷
き
詰
め
た

岩
の
か
け
ら
一
つ
と
っ
て
も
人
の
手
を
経
な
か
っ
た
も
の
は
な
い
。

そ
れ
は
一
日
一
日
、
精
魂
を
込
め
て
地
道
な
努
力
を
積
み
重
ね
て

き
た
人
々
の
生
き
た
軌
跡
で
も
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
美
し

か
っ
た
。
保
護
や
保
全
、
管
理
と
い
っ
た
言
葉
で
は
な
く
、
一
人

ひ
と
り
の
「
志
」
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
の
証
と
し
て
、
未

来
は
き
っ
と
人
々
の
営
為
を
敬
意
を
も
っ
て
想
起
す
る
こ
と
だ
ろ

う
。

最
相  

葉
月　
さ
い
し
ょ
う  

は
づ
き

一
九
六
三
年
東
京
都
生
ま
れ
。
三
歳
か
ら
二
十
五
歳
ま
で
神
戸
在
住
。
関
西
学
院
大
学
法
学

部
卒
。
広
告
会
社
、出
版
社
な
ど
を
経
て
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
独
立
。
科
学
技

術
と
人
間
の
関
係
性
な
ど
を
テ
ー
マ
に
執
筆
活
動
を
展
開
。
主
な
著
書『
絶
対
音
感
』（
小
学
館

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
大
賞
）、『
星
新
一　
一
〇
〇
一
話
を
つ
く
っ
た
人
』（
講
談
社
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
、

日
本
S
F
大
賞
、日
本
推
理
作
家
協
会
賞
、大
佛
次
郎
賞
）、『
青
い
バ
ラ
』『
い
の
ち
─
生
命
科

学
に
言
葉
は
あ
る
か
』『
な
ん
と
い
ふ
空
』『
東
京
大
学
応
援
部
物
語
』な
ど
。

山崎伝統園芸植物研究所
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大河内発電所
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カラタチバナの「萌黄麟鳳」

クロマツの「扇松」

山崎伝統園芸植物研究所


