
エコル
ー
ツ
紀
行

4344

　
「
木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中
で
あ
る
」

　

そ
う
書
い
た
の
は
島
崎
藤
村
。『
夜
明
け
前
』
の

冒
頭
文
だ
。
木
曽
に
生
ま
れ
た
彼
の
言
葉
ど
お
り
、

豊
か
な
水
量
の
木
曽
川
に
沿
っ
て
、
連
な
る
山
の
底

を
這
う
よ
う
に
木
曽
路
は
続
い
て
い
た
。

　

冬
の
気
配
を
漂
わ
せ
た
山
あ
い
の
町
は
、
初
め
て

訪
れ
た
場
所
だ
っ
た
の
に
、
不
思
議
と
懐
か
し
さ
を

感
じ
た
。
作
物
を
収
穫
し
た
あ
と
の
茶
色
い
田
畑
、

農
家
の
軒
先
に
吊
り
下
げ
ら
れ
た
柿
の
実
、
色
褪
せ

た
葉
を
わ
ず
か
に
残
し
た
木
々
。
都
会
で
生
ま
れ
育

っ
た
私
に
、
古
里
の
記
憶
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、

郷
愁
を
感
じ
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
？

ミ
ス
テ
リ
作
家 

黒
崎 

緑

 

大
正
モ
ダ
ン
の
電
源
開
発
、

 

木
曽
川
水
系
を
行
く

長野県南木曽町「桃介橋」にて



45季刊［やく］2010 Winter46 季刊［やく］2010 Winter

日
本
人
の
原
風
景

　

木
曽
八
景
の
一
つ
に
、「
寝
覚
の
床
」
と
呼
ば
れ
る
景
勝
地
が

あ
る
。
木
曽
川
の
激
流
に
、
花
崗
岩
が
侵
食
さ
れ
て
で
き
た
自
然

の
彫
刻
で
、
白
い
巨
大
な
奇
岩
の
数
々
が
深
緑
色
の
水
に
映
え
て
、

美
し
い
光
景
だ
っ
た
。
Ｊ
Ｒ
特
急
「
し
な
の
」
の
車
内
ア
ナ
ウ
ン

ス
で
も
紹
介
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
浦
島
太
郎
伝
説
の
終
着

点
と
言
え
る
場
所
の
よ
う
だ
。

　

浦
島
太
郎
は
竜
宮
城
か
ら
戻
っ
て
く
る
が
、
実
は
長
い
年
月
が

経
っ
て
お
り
、
知
人
も
亡
く
な
っ
て
い
た
。
傷
心
の
彼
は
旅
に
出

て
、
木
曽
川
の
美
し
い
風
景
に
辿
り
着
く
。
そ
こ
で
彼
は
、
乙
姫

か
ら
貰
っ
た
玉
手
箱
を
開
け
る
。
結
末
は
…
…
よ
く
知
ら
れ
た
民

話
ど
お
り
。
彼
は
今
ま
で
の
こ
と
が
夢
で
、
こ
の
地
で
目
が
覚
め

た
か
の
よ
う
に
思
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
所
が
「
寝
覚

め
の
床
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
に

よ
る
と
、
彼
は
ど
う
や
ら
木
曽
の
地
で
余
生
を
送
っ
た
よ
う
だ
。

　

漁
師
の
浦
島
太
郎
は
、
海
の
町
の
生
ま
れ
育
ち
だ
ろ
う
。
そ
れ

な
の
に
、
な
ぜ
木
曽
の
山
里
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
場
所
が
あ

ま
り
に
も
美
し
か
っ
た
か
ら
？　

激
し
い
水
流
と
奇
岩
が
、
海
を

思
い
出
さ
せ
た
か
ら
？　

そ
れ
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
彼
も
ま
た
、

初
め
て
見
る
こ
の
地
に
、
懐
か
し
さ
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
木
曽
川
沿
い
の
町
は
、
日
本
人
の
原
風
景
と
も
言
え
る
風

情
を
携
え
て
い
る
。

電
力
王
・
福
沢
桃
介

　

そ
の
木
曽
川
の
激
流
を
止
め
、
発
電
所
建
設
に
道
を
切
り
開
い

た
男
が
い
る
。
大
正
時
代
に
本
格
的
ダ
ム
式
発
電
所
を
日
本
で
初

め
て
造
り
、
の
ち
に
「
電
力
王
」
と
呼
ば
れ
た
福
沢
桃
介
だ
。
彼

の
建
設
し
た
発
電
所
の
数
々
、
大
正
時
代
の
景
観
を
残
す
ダ
ム
、

未
来
へ
の
夢
を
架
け
た
橋
へ
と
、
木
曽
の
地
を
訪
ね
た
。
私
の
旅

は
、
過
去
の
お
伽
話
か
ら
、
近
代
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
サ
ク
セ
ス
・

ス
ト
ー
リ
ー
へ
と
続
い
て
い
っ
た
。

　

そ
の
姓
か
ら
連
想
さ
れ
る
と
お
り
、
福
沢
桃
介
は
福
沢
諭
吉
の

娘
婿
だ
っ
た
。
幼
い
頃
か
ら
神
童
と
言
わ
れ
た
彼
は
、
諭
吉
の
目

に
留
ま
り
、
養
子
縁
組
を
持
ち
か
け
ら
れ
る
。
承
諾
の
条
件
と
し

て
、
米
国
留
学
を
あ
げ
た
ら
し
い
。
若
い
頃
の
彼
の
写
真
は
、
利

発
そ
う
で
、
な
か
な
か
の
ハ
ン
サ
ム
だ
。
そ
の
目
は
、
は
る
か
遠

く
を
見
つ
め
て
い
る
。

　

米
国
留
学
は
、
桃
介
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。
事

業
の
方
法
だ
け
で
な
く
、
近
代
的
な
建
物
を
数
多
く
見
て
、
美
意

識
を
培
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
木
曽
川
に
大
正
八（
一
九
一
九
）

年
か
ら
十
五
（
一
九
二
六
）
年
に
か
け
て
、
賤し
ず
も母

、
大
桑
、
須
原
、

桃
山
、
読よ
み
か
き書

、
大
井
、
落
合
の
順
で
、
七
つ
の
水
力
発
電
所
を
建

設
し
て
い
る
が
、
ど
れ
も
個
性
的
で
ロ
マ
ン
に
溢
れ
て
い
る
。

桃
介
の
開
拓
者
精
神

　

桃
介
の
時
代
︱
︱
今
か
ら
百
年
近
く
前
、
近
代
化
の
途
上
に

あ
っ
た
日
本
に
お
い
て
、
電
気
事
業
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
を
か
き

長野から木曽谷を下り、濃尾平野を蛇行して伊勢湾に注ぐ木曽川。大正期
に大同電力（現・関西電力）を設立し、電力王と呼ばれた福沢桃介（1868-
1938）は、「一河川一会社」（1つの水系の発電施設は1つの会社が一貫
して建設・運用してこそ理想的な水力利用ができる）を唱えて木曽川水系を開
発。現在、木曽川水系には32の発電所がある、と「木曽川電力資料館」で関
西電力木曽電力システムセンターの早川雅人さん（写真上）が教えてくれた。

▶浦島太郎伝説が残る「寝
覚の床」。子供の頃はここで
遊んだという、関西電力東海
支社の洞田弘美さん（写真
上）に案内してもらった

▲木曽路を経由して江戸と京を結んだ中山道の「妻籠宿（つまごじゅく）」

▼関西電力の妻籠発電所は、
桧の黒板塀がシック
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立
て
る
も
の
だ
っ
た
。
日
本
で
電
気
が
一
般
的
に
使
わ
れ
始
め
た

の
は
明
治
二
十
年
代
で
、
こ
の
頃
は
小
さ
な
火
力
発
電
所
し
か
な

く
、
停
電
も
頻
繁
に
起
き
て
い
た
。
日
本
の
経
済
力
が
増
す
に
つ

れ
、
大
量
の
電
気
を
よ
り
安
く
、
停
電
す
る
こ
と
な
く
使
い
た
い
、

と
い
う
要
求
は
強
く
な
っ
て
い
く
。

　

そ
れ
に
応
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
桃
介
だ
。
彼
は
自
ら
中
央
ア

ル
プ
ス
の
奥
地
に
入
り
、
調
査
を
重
ね
、
木
曽
川
の
豊
か
な
流
れ

が
、
日
本
の
電
力
の
供
給
に
新
し
い
未
来
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
水
力
発
電
所
の
建
設
に
着
手
す
る
の
だ
。

　

彼
が
造
っ
た
七
つ
の
発
電
所
の
中
で
も
、
建
設
に
困
難
を
極
め

た
の
は
大
井
発
電
所
だ
っ
た
。
工
事
期
間
中
に
何
度
も
洪
水
が
襲

う
、
関
東
大
震
災
に
よ
り
資
金
が
行
き
詰
ま
る
。
建
設
断
念
か
と

も
言
わ
れ
た
が
、
桃
介
は
海
外
に
資
金
調
達
に
出
向
い
て
、
こ
の

苦
難
を
乗
り
越
え
た
。
日
本
初
の
本
格
的
ダ
ム
式
発
電
所
を
完
成

さ
せ
た
の
だ
。

　

木
曽
川
水
系
で
生
み
出
さ
れ
た
電
気
は
、
こ
れ
も
ま
た
桃
介
に

よ
っ
て
造
ら
れ
た
延
長
二
〇
〇
キ
ロ
以
上
に
及
ぶ
送
電
線
で
関
西

に
送
ら
れ
、
日
本
の
近
代
化
に
大
い
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
。

遊
び
心
と
こ
だ
わ
り
の
意
匠

　

風
光
明
媚
な
木
曽
川
に
発
電
所
を
築
く
時
、
桃
介
は
周
囲
の
景

観
に
、
ず
い
ぶ
ん
と
配
慮
し
た
よ
う
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
発
電
所
は
、

外
観
意
匠
を
巧
み
に
変
え
て
い
る
。
美
し
い
自
然
を
見
る
の
も
好

き
だ
が
、
私
は
人
間
が
創
造
し
た
も
の
を
見
る
の
が
大
好
き
だ
。

そ
こ
に
は
、
夢
と
希
望
と
、
知
恵
と
努
力
が
表
れ
て
い
る
。
長
い

桃介は、木曽川水系に7つの発電所を建設。寝覚の床から水系を辿ると、
桃山発電所（1923年竣工；写真左）、須原発電所（1922年竣工；写真下
中）、大桑発電所（1921年竣工；写真下左）、そして桃介が最初に建設した
賤
し ず も

母発電所（1919年竣工；写真下右）が見えてくる。いずれも発電所の概
念を覆す洒落た外観で、周囲の景観にしっくりと溶け込んでいる。木曽川水
系でつくられた電気は、当時も今も大消費地である関西へ送られている。

▲読書（よみかき）ダム

年
月
を
経
て
も
、
強
い
意
志
は
色
褪
せ
て
い
な
い
。

　

寝
覚
の
床
か
ら
川
沿
い
を
下
る
と
、
ま
ず
見
え
て
く
る
の
が
桃

山
発
電
所
だ
っ
た
。
白
い
四
角
い
建
物
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

小
さ
な
城
塞
の
よ
う
に
見
え
る
。
建
物
に
引
き
込
ま
れ
た
黒
い
鉄

管
が
な
け
れ
ば
、
こ
こ
で
電
力
を
生
み
出
し
て
い
る
と
は
、
わ
か

ら
な
い
だ
ろ
う
。
最
初
の
出
会
い
で
、
発
電
所
と
い
う
概
念
を
覆

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
下
流
に
あ
る
の
が
須
原
発
電
所
。
こ
ち
ら
も
白
い
洋
館
風

だ
が
、
波
模
様
の
あ
る
切
り
立
っ
た
屋
根
の
上
に
、
小
さ
な
塔
が

見
え
た
。
ま
る
で
西
洋
の
寄
宿
学
校
の
よ
う
だ
。
聞
く
と
換
気
口

と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
実
用
性
だ
け
を
考
え
る
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ

塔
の
形
に
す
る
こ
と
も
な
い
。
桃
介
の
遊
び
心
、
デ
ザ
イ
ン
へ
の

こ
だ
わ
り
が
表
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
下
流
に
向
か
う
と
大
桑
発
電
所
が
見
え
て
く
る
。
こ
ち

ら
は
対
照
的
な
赤
い
煉
瓦
造
り
で
、
モ
ダ
ン
な
女
学
校
と
い
う
雰

囲
気
だ
ろ
う
か
。
思
わ
ず
、
可
愛
い
、
と
女
子
高
生
み
た
い
な
声

を
あ
げ
た
く
な
る
。

現
役
の
近
代
化
遺
産

　

そ
し
て
、
近
代
化
遺
産
と
し
て
発
電
設
備
で
初
め
て
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
読
書
発
電
所
。
白
い
建
物
は
外
壁
の
上
辺

に
凝
っ
た
装
飾
が
さ
れ
、
半
円
形
の
窓
や
屋
上
に
突
き
出
た
明
り

取
り
窓
が
、
ア
ー
ル
デ
コ
洋
式
を
感
じ
さ
せ
る
。
小
さ
な
ホ
テ
ル

と
い
っ
た
趣
だ
。

　

発
電
所
内
部
は
、
外
観
の
装
飾
と
は
対
照
的
に
、
現
代
的
に

桃山発電所竣工の1カ月後、1923年12月に竣工した読
よみかき

書発電所（写真
上）。完成時の出力は40,700kWと、当時としては記録的な大容量だったと
いう（現在117,100kW）。読書の名は、明治初頭に「与

よ が わ

川」「三
み ど の

留野」「柿
かき

其
ぞれ

」の三村が合併したとき、頭文字をつないだ村名「読
よみかき

書村」（現・南木曽
町）に由来しているそうで、本館は鉄筋コンクリート造りのレンガ壁、半円形の
飾り窓がモダン。

▲大桑発電所

▲賤母（しずも）発電所

▲落合発電所（1926年竣工）
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な
っ
て
い
た
。
木
曽
川
の
水
力
発
電
所
は
、
今
は
す
べ
て
無
人
で

名
古
屋
で
制
御
さ
れ
て
い
る
。
機
器
の
異
常
の
知
ら
せ
が
入
る
と
、

設
備
を
保
守
す
る
人
が
出
動
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
点
検
の

た
め
の
分
解
工
具
の
大
き
さ
や
多
さ
に
、
ち
ょ
っ
と
驚
か
さ
れ
る
。

完
成
当
時
に
最
大
級
の
出
力
を
生
み
出
し
て
い
た
発
電
所
は
、
現

在
も
大
切
な
電
気
を
私
た
ち
に
供
給
し
続
け
て
く
れ
て
い
た
。

　

読
書
発
電
所
に
水
を
引
き
込
む
た
め
の
柿か

き
ぞ
れ其

水
路
橋
も
、
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
二
連
の
ア
ー
チ
と
多
数
の
支
柱
で

支
え
ら
れ
渓
谷
を
横
断
す
る
橋
は
、
現
存
す
る
戦
前
の
水
路
橋
で

は
最
大
級
の
規
模
だ
。
人
力
に
頼
っ
て
い
た
大
正
時
代
に
、
山
中

に
こ
う
い
っ
た
建
物
を
造
る
の
は
、
ど
れ
だ
け
大
変
だ
っ
た
ろ
う
。

水
路
に
は
滔
々
と
水
が
流
れ
、
今
で
も
現
役
で
活
躍
し
て
い
る
。

　

読
書
発
電
所
の
建
設
資
材
運
搬
の
た
め
に
、
木
曽
川
に
架
け
た

の
が
桃
介
橋
だ
っ
た
。
長
さ
二
四
七
メ
ー
ト
ル
の
木
製
の
吊
り
橋

は
、
遠
く
か
ら
見
る
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
、
そ
ば
で
見
る
と
頑
強

で
優
美
で
あ
る
。
三
基
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
主
塔
の
二
重
ア
ー

チ
が
凝
っ
て
い
て
、
大
正
モ
ダ
ン
を
感
じ
さ
せ
る
。
実
用
本
位
な

だ
け
で
は
な
く
、
木
曽
川
の
景
観
に
調
和
し
て
い
る
。
こ
の
橋
自

体
は
、
付
近
の
公
園
の
整
備
と
合
わ
せ
て
、
近
代
化
遺
産
と
し
て

修
復
・
復
元
さ
れ
た
も
の
だ
そ
う
だ
。
渡
る
人
は
多
く
、
今
で
も

住
民
の
大
切
な
通
路
に
な
っ
て
い
た
。
橋
板
に
は
資
材
運
搬
用
ト

ロ
ッ
コ
の
レ
ー
ル
痕
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
残
さ
れ
て
い
て
、
当
時
の

大
事
業
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

　

苦
難
の
末
に
完
成
さ
せ
た
大
井
発
電
所
も
、
そ
ば
の
大
井
ダ
ム

の
堰え
ん
て
い堤
が
生
活
路
に
な
っ
て
い
た
。
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年

と
い
う
時
に
、
深
い
渓
谷
に
、
こ
の
巨
大
な
ダ
ム
が
造
ら
れ
た
こ

柿
かきぞれ

其水路橋（写真右）。読書発電所への導水路のうち、柿其川を渡る
全長142.4mの鉄筋コンクリート造りの水路橋。1994年、読書発電
所本館（写真上）と水槽・水圧鉄管（写真左）、柿其水路橋と、南木曽
町所有の桃介橋（写真下）が、近代化遺産として国の重要文化財に
指定された。これは発電設備として、また今なお稼働している設備として
も初の快挙だという。

読書発電所の水圧鉄管。大正時代から使われているものだ50
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と
は
驚
異
的
だ
。
そ
の
苦
労
は
想
像
の
中
に
し
か
な
い
。
通
路
は

手
摺
り
の
装
飾
が
美
し
く
、
吊
り
下
げ
ら
れ
た
外
灯
に
も
、
大
正

ロ
マ
ン
の
風
情
が
残
っ
て
い
る
。
桃
介
も
こ
こ
を
歩
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
豊
か
に
水
を
た
た
え
た
ダ
ム
湖
は
、
恵
那
峡
と
い
う
名
勝

地
を
造
り
出
し
た
。
自
然
と
人
間
が
協
力
し
て
生
み
出
し
た
美
し

い
風
景
だ
。

普
明
照
世
間

　

福
沢
桃
介
が
こ
の
数
々
の
大
事
業
を
成
し
遂
げ
た
時
、
彼
の
そ

ば
に
は
、
事
業
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
日
本
初
の
女
優
と
し
て
も

活
躍
し
た
川
上
貞
奴
が
い
た
。
当
時
の
二
人
の
様
子
を
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
が
、
桃
介
橋
近
く
の
福
沢
桃
介
記
念
館
と
、
名

古
屋
市
に
あ
る
二
葉
館
だ
。

　

福
沢
桃
介
記
念
館
は
、
発
電
所
建
設
現
場
に
通
う
別
荘
と
し
て

建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
お
洒
落
な
洋
風
建
築
だ
が
、
電
力
王
の
別

荘
に
し
て
は
や
や
小
ぶ
り
に
思
え
た
。豪
奢
と
言
う
よ
り
は
、し
っ

と
り
と
落
ち
着
き
が
あ
る
。
だ
が
、
中
に
入
っ
て
み
る
と
意
外
に

広
い
。
当
時
の
調
度
や
遺
品
が
展
示
さ
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
。

庭
は
、
秋
は
貞
奴
が
好
き
な
紅
葉
で
彩
ら
れ
、
春
は
桃
介
が
ド
イ

ツ
か
ら
輸
入
し
た
と
い
う
一
本
の
木
に
三
色
の
花
を
咲
か
せ
る
桃

が
、
咲
き
乱
れ
る
そ
う
で
あ
る
。

　

対
し
て
名
古
屋
の
二
葉
館
は
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
屋
根
が
目
を
惹

く
、
大
き
く
て
豪
華
な
造
り
の
建
物
だ
。
大
広
間
は
美
し
い
ス
テ

ン
ド
グ
ラ
ス
で
飾
ら
れ
、
電
気
の
灯
り
を
効
果
的
に
配
し
て
い
る
。

こ
ち
ら
は
華
や
か
な
社
交
場
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
人
々
を
招
い
て
、

長さ276m、高さ53mの巨大なダム堰堤を持ち、日本初の本格的ダ
ム式発電所として、1924年竣工した大井発電所（写真上）。工事に
携わった人は延べ146万人。工事中、桃介が作業員を激励しようと、
空中ケーブルで深い谷底へ降りたとき、危険を顧みず行動をともにした
のが川上貞奴だったというエピソードが残されている。

51柿其水路橋の上に登ると、足元の水路を水が滔 と々流れているのが見える
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自
ら
の
事
業
、
電
気
の
素
晴
ら
し
さ
を
Ｐ
Ｒ
し
た
そ
う
で
、
記
録

に
よ
れ
ば
庭
に
は
電
気
じ
か
け
の
噴
水
や
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
ま
で

あ
っ
た
と
か
。
当
時
の
桃
介
の
勢
い
と
、
貞
奴
の
華
麗
さ
が
表
れ

て
い
る
よ
う
だ
。
た
だ
、
二
階
に
は
和
室
が
あ
り
、
仕
事
を
離
れ

た
く
つ
ろ
ぎ
の
場
所
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
絢
爛
と
簡
素
が

同
居
し
て
い
る
。
建
物
は
そ
の
調
和
で
成
り
立
っ
て
い
た
。

●

　
「
普
明
照
世
間
（
ふ
み
ょ
う
世
間
を
照
ら
す
）」
︱
︱
大
井
発
電

所
に
あ
る
碑
に
書
か
れ
た
言
葉
で
、
観
音
経
の
詞
句
だ
。
意
味
は

「
あ
ま
ね
く
世
間
を
明
る
く
照
ら
す
」。
福
沢
桃
介
が
選
ん
だ
句
だ

と
か
。

　

電
力
が
不
足
し
て
い
た
大
正
の
時
代
に
、
安
定
し
た
供
給
を
し
、

世
の
中
を
明
る
く
照
ら
そ
う
と
し
た
男
が
い
た
。
そ
の
志
は
、
今

で
も
形
と
し
て
残
っ
て
、
純
国
産
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
源
と
し
て
、

未
来
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

桃山発電所

木  
曽  

川

須原発電所

大桑発電所

読書ダム

大井ダム

読書発電所

妻籠発電所

桃介橋

柿其水路橋

福沢桃介記念館

落合発電所

賤母
発電所

大井発電所

●福沢桃介が手がけた発電所
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編
集
後
記

　

二
〇
一
〇
年
代
の
幕
が
開
き
ま
す
。

　

百
年
に
一
度
と
言
わ
れ
る
世
界
的
な
経
済
危
機
か
ら
の
回
復
は
未
だ

見
え
て
は
き
ま
せ
ん
が
、
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
新
興
国
の
台
頭
な
ど
、

世
界
の
潮
流
は
確
実
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た
な
か

で
日
本
は
ど
う
動
け
ば
い
い
か
︱
︱
伊
藤
元
重
さ
ん
、
山
家
公
雄
さ
ん
、

村
田
晃
嗣
さ
ん
に
お
集
ま
り
い
た
だ
い
た
鼎
談
で
は
、「
二
〇
一
〇
年

代
の
日
本
の
進
路
」
を
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

鼎
談
で
も
動
向
が
注
目
さ
れ
た
の
が
、
躍
進
著
し
い
中
国
で
あ
り
ア

ジ
ア
の
国
々
。
関
西
と
ア
ジ
ア
は
、
歴
史
的
に
も
現
在
も
深
い
つ
な
が

り
が
あ
り
ま
す
。
関
西
に
暮
ら
す
中
国
の
人
、
観
光
客
や
留
学
生
と
し

て
訪
れ
る
ア
ジ
ア
の
人
々
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
関
西
の
人
。「
ル
ポ
」

で
は
、
そ
ん
な
元
気
な
ア
ジ
ア
と
の
交
流
の
今
を
探
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
百
年
近
く
前
、
電
気
事
業
は
「
新
興
」
の
ビ
ジ
ネ
ス
。
起
業

家
精
神
溢
れ
る
人
々
が
競
っ
て
参
入
し
て
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

「
エ
コ
ル
ー
ツ
紀
行
」
で
は
、
大
正
期
、
木
曽
川
水
系
の
電
源
開
発
に

挑
ん
だ
「
電
力
王
」
の
足
跡
を
、
黒
崎
緑
さ
ん
と
辿
り
、
当
時
の
発
電

所
が
今
も
現
役
で
働
い
て
い
る
さ
ま
を
見
て
き
ま
し
た
。

　

変
え
る
も
の
、
変
え
な
い
も
の
︱
︱
困
難
な
時
代
に
も
躍
進
を
目
指

し
た
ベ
ン
チ
ャ
ー
た
ち
に
学
び
、『
躍
』
も
二
〇
一
〇
年
、
も
う
一
段

の
飛
躍
を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

読書発電所建設時の宿舎（別荘）として使われていた建物を復活させた「福
沢桃介記念館」（写真上）。洒落た洋館に、当時の調度やゆかりの品々が
展示されている。また、政財界人や文化人たちを招き、電気の素晴らしさをア
ピールするサロンとして使われていたのが、名古屋の「二葉館」（写真下）。
大広間の赤い螺旋階段、ステンドグラスや、ほのかな灯りに、大正ロマンが香
り立つ。

黒崎 緑　くろさき　みどり
1958年兵庫県生まれ。同志社大学文学部卒。大学で
推理小説研究会に所属。89年『ワイングラスは殺意に満ち
て』でサントリーミステリー大賞・読者賞受賞（95年テレビドラ
マ化）。他の著書『聖なる死の塔』『闇の操人形』『棺の花
嫁・聖なる血の城』『揺歌』『しゃべくり探偵』『死人にグチなし』

『未熟の獣』など。09年4月にはケータイ小説と連動した
ＮＨＫドラマ「探偵Ｘからの挑戦状！」の原作も手がける。
http://homepage1.nifty.com/chameleon/kuro/


