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「
発
電
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
た
時
代
」
の

舞
台
と
な
っ
た
御
母
衣
ダ
ム
は
「
二
〇
世

紀
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
と
も
形
容
さ
れ
た
岐

阜
県
白
川
村
、
旧
荘
川
村
（
現
・
高
山

市
）
に
あ
る
岩
を
積
み
上
げ
て
堰
堤
を
築

い
た
ロ
ッ
ク
フ
ィ
ル
式
ダ
ム
だ
。
着
工
は

一
九
五
七
年
で
、
六
一
年
に
営
業
発
電
を

開
始
し
た
。
着
工
前
年
の
五
六
年
、
経
済

白
書
は
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と
い

い
、
新
た
な
時
代
の
経
済
素
地
を
作
る
た

め
の
ダ
ム
だ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
事
業
に

よ
っ
て
、
水
没
予
定
地
の
一
〇
〇
〇
人
以

上
の
住
民
が
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
本
書
は

こ
う
し
た
時
代
の
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

巡
り
、
「
目
撃
し
た
人
々
」
「
移
転
し
た

人
々
」
の
二
部
構
成
で
九
人
が
記
憶
を
遡

り
、
「
当
時
の
思
い
」
「
今
の
思
い
」
を

語
っ
て
い
る
。

　
本
書
で
御
母
衣
ダ
ム
を
「
そ
の
名
を

知
っ
て
い
る
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
か

も
し
れ
な
い
」
と
も
記
す
。
湖
岸
に
移
植

さ
れ
た
荘
川
桜
を
通
し
て
、
ダ
ム
を
巡
る

物
語
を
知
る
者
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

本
書
の
テ
ー
マ
は
「
御
母
衣
ダ
ム
は
地
域

や
住
民
に
と
っ
て
ど
う
い
う
事
業
だ
っ
た

の
か
」
を
探
る
こ
と
で
、
「
半
世
紀
を
振

り
返
っ
て
あ
な
た
の
人
生
に
と
っ
て
ダ
ム

事
業
や
そ
れ
に
伴
う
移
転
は
何
だ
っ
た
の

か
」
と
問
う
こ
と
だ
。
荘
川
桜
の
逸
話
だ

け
で
な
く
、
ダ
ム
と
関
わ
っ
た
人
の
数
だ

け
、
人
生
が
あ
り
、
ド
ラ
マ
が
あ
る
こ
と

を
改
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

「
巨
大
公
共
事
業
と
い
う
も
の
が
、
地
元

住
民
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る

の
か
」
を
探
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
人
の
記
憶
は
、
時
間
と
と
も
に
薄
れ
、

印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
ば
か
り
が
鮮
明
に

残
る
。
さ
ら
に
、
記
憶
は
良
く
も
悪
し
く

も
脚
色
さ
れ
る
。
「
過
去
の
出
来
事
に
対

す
る
評
価
」
も
、
「
経
済
的
変
化
」
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
変
化
」
「
文
化
的
変
化
」

に
よ
っ
て
変
わ
る
だ
ろ
う
。
「
当
事
者
の

現
在
の
暮
ら
し
を
ぶ
り
」
に
よ
っ
て
も
、

ダ
ム
に
対
す
る
評
価
も
変
わ
る
。
名
古
屋

市
立
大
学
で
二
〇
一
四
年
七
月
に
開
か
れ

た
本
書
の
刊
行
報
告
会
で
、
ダ
ム
事
業
ゆ

か
り
の
人
物
が
「
村
に
い
た
ま
ま
で
高
校

に
行
く
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
ダ
ム

が
あ
る
か
ら
今
が
あ
る
。
ダ
ム
が
で
き
て

よ
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
た
。
「
今
の
暮

ら
し
に
満
足
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ダ
ム

建
設
を
『
よ
か
っ
た
』
と
評
価
し
て
い

る
」
と
も
い
え
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
真
実

で
あ
り
、
大
切
な
こ
と
だ
。

　
本
書
は
「
聞
き
書
き
」
と
い
う
手
法
を

と
っ
て
お
り
、
編
者
の
浜
本
准
教
授
も

「
『
語
り
手
』
が
進
ん
で
語
っ
た
内
容
ば

か
り
で
な
い
」
（
「
は
じ
め
に
」
）
と
記

し
て
い
る
。
評
者
が
長
年
仕
事
と
し
て
き

た
新
聞
記
者
も
ま
た
、
取
材
相
手
の
記
憶

を
呼
び
起
こ
し
、
記
事
化
す
る
こ
と
が

多
い
。
「
客
観
的
、
具
体
的
な
事
実
を

聞
き
出
し
、
書
く
こ
と
」
が
大
前
提
だ
。

「
一
九
●
●
年
●
月
●
日
の
こ
と
を
教
え

て
ほ
し
い
」
と
聞
い
て
も
、
相
手
は
な
か

な
か
具
体
的
に
は
語
っ
て
く
れ
な
い
。
そ

ん
な
時
、
家
族
の
冠
婚
葬
祭
、
子
供
の
学

年
な
ど
を
尋
ね
る
。
当
時
の
口
ず
さ
ん
で

い
た
流
行
歌
が
な
ん
だ
っ
た
か
を
聞
く
こ

と
も
あ
る
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
相
手
の

気
持
ち
が
ほ
ぐ
れ
、
記
憶
の
引
き
出
し
が

開
い
て
く
る
。
そ
の
引
き
出
し
の
中
に
は
、

本
人
も
忘
れ
て
い
た
様
々
な
出
来
事
も
し

ま
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。

本
書
の
「
聞
き
手
」
も
、
何
度
も
証
言
者

の
も
と
に
通
っ
て
、
気
持
ち
を
解
き
ほ
ぐ

し
な
が
ら
、
記
憶
を
引
き
出
し
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。

　
記
憶
に
登
場
す
る
事
象
が
具
体
的
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
証
言
は
重
み
を
増
す
。

本
書
で
証
言
者
九
人
は
五
〇
年
、
場
合
に

よ
っ
て
は
五
〇
年
以
上
前
の
情
景
を
リ
ア

リ
テ
ィ
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
。
第
一
部

冒
頭
に
登
場
す
る
七
三
歳
の
A
さ
ん
は
、

正
月
の
お
や
つ
の
こ
と
を
、
「
温
州
み
か

ん
一
個
に
カ
チ
グ
リ
と
干
し
柿
」
（
二
三

頁
）
と
具
体
的
に
話
し
て
い
る
。
こ
れ
は

後
段
の
「
そ
い
つ
は
お
い
し
か
っ
た
も
ん

で
覚
え
と
る
な
」
と
い
う
言
葉
に
リ
ア
リ

テ
ィ
を
与
え
る
。

　
八
一
歳
の
E
さ
ん
は
「
ハ
セ
時
計
と
い

う
富
山
の
時
計
屋
が
来
て
買
っ
た
。
ス
イ

ス
か
ど
っ
か
の
時
計
で
、
当
時
は
こ
ん
な

時
計
で
も
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
」
（
九
九

頁
）
と
語
り
、
読
者
は
ダ
ム
工
事
が
も
た

ら
し
た
地
域
の
賑
わ
い
、
繁
栄
ぶ
り
を
時

計
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｅ
さ

ん
は
「
腕
時
計
」
と
同
じ
引
き
出
し
に

入
っ
て
い
た
別
の
「
記
憶
」
に
も
気
が
つ

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
読
者
も
時
代
背
景
を
学
ん
だ
上
で
、
語

り
手
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
年
表
を
開
く
と
五
六
年
、
芥
川

賞
に
石
原
慎
太
郎
氏
の
「
太
陽
の
季
節
」

が
選
ば
れ
、
こ
の
こ
ろ
評
論
家
・
大
宅
壮

一
郎
氏
は
「
一
億
白
痴
化
」
と
テ
レ
ビ
批

判
を
行
っ
た
。
五
九
年
の
皇
太
子
ご
成

婚
で
テ
レ
ビ
受
像
機
は
前
年
の
二
倍
の

発電ダムが建設された時代
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二
〇
〇
万
台
に
増
え
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
東
海
地
方
を
み
る
と
、
ダ
ム
工
事
が
着

工
し
た
五
七
年
三
月
、
名
古
屋
駅
前
に

市
内
初
の
地
下
商
店
街
が
オ
ー
プ
ン
し
、

一
一
月
に
は
名
古
屋
―
栄
町
間
の
地
下
鉄

が
開
通
し
た
年
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ

の
時
代
の
空
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
〇
〇
〇
人
以
上
が
犠
牲
者
と
な
っ
た
伊

勢
湾
台
風
の
来
襲
は
五
九
年
九
月
で
あ
り
、

戦
後
初
の
国
産
旅
客
機
「YS-11
」
の
飛

行
テ
ス
ト
が
名
古
屋
空
港
か
ら
伊
勢
湾
上

空
で
行
わ
れ
た
の
が
六
二
年
八
月
だ
っ
た
。

　
そ
ん
な
時
代
の
中
、
御
母
衣
で
は
ダ
ム

湖
に
沈
ん
で
し
ま
う
集
落
住
民
に
よ
る

「
御
母
衣
ダ
ム
絶
対
反
対
期
成
同
盟
死
守

会
」
が
活
動
し
て
い
た
。
ダ
ム
事
業
主
体

の
電
源
開
発
株
式
会
社
は
「
立
ち
退
き
の

余
儀
な
い
状
況
に
あ
い
な
っ
た
時
は
、
貴

殿
が
現
在
以
上
に
幸
福
と
考
え
ら
れ
る
方

策
を
我
社
は
責
任
を
も
っ
て
樹
立
し
、
こ

れ
を
実
行
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
」
と
記

し
た
「
幸
福
の
覚
書
」
を
示
し
て
い
た
。

　
評
者
が
浜
本
准
教
授
の
研
究
に
関
心
を

持
っ
た
の
は
私
的
な
理
由
だ
っ
た
。
本
書

に
「
御
母
衣
に
来
て
い
た
の
は
間
組
、
酒

井
建
設
、
佐
藤
工
業
、
こ
の
三
社
だ
っ

た
」
「
地
下
に
穴
を
掘
っ
て
五
、
六
キ
ロ

先
に
流
す
排
水
ト
ン
ネ
ル
を
や
っ
た
の
が

酒
井
建
設
」
（
九
〇
頁
）
と
あ
る
。
評
者

の
父
親
は
酒
井
建
設
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し

て
御
母
衣
に
赴
任
し
て
い
た
。
五
九
年
四

月
生
の
評
者
も
ま
た
生
ま
れ
る
と
同
時
に

母
親
と
一
緒
に
御
母
衣
に
引
っ
越
し
て
き

た
。
評
者
が
後
に
毎
日
新
聞
社
に
入
社
し
、

記
者
と
し
て
の
初
任
地
が
岐
阜
支
局
で

あ
っ
た
の
も
奇
縁
だ
ろ
う
。

　
毎
日
新
聞
も
ま
た
御
母
衣
ダ
ム
建
設
に

絡
ん
で
ス
ク
ー
プ
を
放
っ
て
い
た
。
五
八

年
六
月
、
地
下
の
排
水
ト
ン
ネ
ル
で
落
盤

事
故
が
発
生
、
逃
げ
遅
れ
た
三
一
人
が
閉

じ
込
め
ら
れ
た
。
毎
日
の
記
者
は
排
水
管

を
通
じ
て
カ
メ
ラ
を
下
ろ
し
、
閉
じ
込
め

ら
れ
た
遭
難
者
に
内
部
を
撮
影
し
て
も
ら

う
こ
と
を
現
場
責
任
者
に
頼
み
込
ん
だ
。

写
真
は
「
こ
ん
な
に
元
気
だ
」
の
見
出
し

で
一
面
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
許
可

を
出
し
た
責
任
者
が
父
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
本
書
読
後
の
二
〇
一
四
年
一
一
月
、
御

母
衣
ダ
ム
を
訪
れ
、
住
ん
で
い
た
平
瀬
の

地
を
訪
ね
た
。
そ
し
て
、
長
年
の
あ
る
疑

問
が
氷
解
し
た
。
両
親
が
御
母
衣
ダ
ム
を

語
る
と
き
、
「
ミ
ホ
ロ
」
と
発
音
し
て
お

り
、
評
者
も
そ
う
発
音
し
て
い
た
。
だ

が
、
岐
阜
に
赴
任
す
る
と
御
母
衣
は
「
ミ

ボ
ロ
」
だ
っ
た
。
今
回
の
訪
問
で
Ｍ
Ｉ
Ｂ

Ｏ
Ｒ
Ｏ
ダ
ム
サ
イ
ド
パ
ー
ク
の
職
員
か
ら

「
建
設
当
時
、
東
京
の
電
源
開
発
社
員
も

ミ
ホ
ロ
と
発
音
し
て
い
た
よ
う
で
す
よ
」

と
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
発
音
の
違
い
は
、

工
事
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
、
御
母
衣
と

中
央
（
東
京
）
の
距
離
が
地
理
的
に
も
、

精
神
的
に
も
「
い
か
に
遠
か
っ
た
か
」
を

示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
浜
本
准
教
授
は
本
書
「
あ
と
が
き
」
で

「
『
記
憶
』
と
い
う
も
の
は
必
ず
し
も
固

定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
視
点
か

ら
過
去
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
『
記
憶
』
は
他
者
や
所

属
集
団
と
の
相
互
作
用
を
経
て
構
成
さ
れ

う
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
、
地
域

に
と
ど
ま
っ
た
人
、
地
域
を
離
れ
た
人
に

と
っ
て
「
『
記
憶
』
は
別
の
も
の
で
あ
り

う
る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
本
書
に
登

場
す
る
九
人
の
「
語
り
」
も
ま
た
、
「
個

人
的
な
思
い
出
」
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

「
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
」
で
も
あ

る
。
本
書
の
中
で
「
ダ
ム
に
な
っ
て
よ

か
っ
た
」
と
語
る
人
も
い
る
。
だ
が
、
こ

う
し
た
肯
定
的
な
発
言
も
「
社
会
的
に
形

成
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
点
に
留
意
し
て
読
み
解
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
巨
大
公
共
事
業
の
中
で
も
、
ダ
ム
事
業

は
「
高
熱
隧
道
」
「
金
環
蝕
」
「
黒
部
の

太
陽
」
「
ふ
る
さ
と
」
…
…
と
小
説
、
映

画
の
題
材
と
な
っ
て
き
た
。
多
く
の
人
が

ダ
ム
事
業
を
小
説
や
映
画
を
通
し
て
認
識

し
、
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た
。
言
い
換
え
れ

ば
、
ダ
ム
に
つ
い
て
の
固
定
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
小
説
、
映
画
で
持
っ
て
し
ま
っ
た
可

能
性
も
高
い
。
浜
本
准
教
授
ら
に
よ
る
研

究
は
小
説
や
映
画
と
は
違
い
、
社
会
調
査

な
ど
に
基
づ
き
、
住
民
ら
に
「
御
母
衣
ダ

ム
と
は
何
か
」
「
公
共
事
業
と
は
何
か
」

を
問
う
て
い
る
点
が
き
わ
め
て
重
要
だ
。

　
一
定
期
間
の
耕
作
を
終
え
る
と
、
そ
の

地
を
放
置
し
里
山
に
戻
し
、
再
び
火
を

放
っ
て
耕
地
に
す
る
「
焼
畑
」
に
つ
い
て
、

第
二
部
の
I
さ
ん
が
触
れ
て
い
た
。
焼

畑
は
日
本
各
地
で
み
ら
れ
た
農
法
だ
が
、

五
〇
年
ほ
ど
前
に
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た

と
い
う
。
荘
川
で
営
ま
れ
て
い
た
焼
畑
は
、

ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
焼
畑
農
法

が
営
ま
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

ダ
ム
事
業
の
結
果
な
の
だ
ろ
う
か
、
別
の

理
由
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
巨
大
事
業
、
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
評

価
に
は
時
間
が
か
か
る
。
「
コ
ン
ク
リ
ー

ト
か
ら
人
へ
」
を
語
る
と
き
、
ダ
ム
は
コ

ン
ク
リ
ー
ト
を
使
っ
た
公
共
事
業
の
シ
ン

ボ
ル
だ
。
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」

が
求
め
ら
れ
る
時
代
、
「
真
に
必
要
な
公

共
事
業
は
何
か
」
の
ヒ
ン
ト
も
浜
本
准
教

授
ら
の
研
究
成
果
の
中
に
見
い
だ
せ
る
だ

ろ
う
。
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
事
業
が
進

む
中
、
浜
本
准
教
授
ら
の
研
究
は
、
関
係

者
に
と
っ
て
大
い
に
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
ゆ
ず
り
葉
」
（
河
合
酔
茗
作
）
と
い
う

詩
が
あ
る
。
一
節
に
「
世
の
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
た
ち
は
　
何
一
つ
持
っ
て
ゆ
か

な
い
。
み
ん
な
お
前
た
ち
に
ゆ
ず
っ
て
ゆ

く
た
め
に
　
い
の
ち
あ
る
も
の
、
よ
い
も

の
、
美
し
い
も
の
を
、
一
生
懸
命
に
造
っ

て
い
ま
す
」
。
す
べ
て
の
公
共
事
業
が
、

こ
の
詩
の
よ
う
に
、
ゆ
ず
っ
て
い
け
る
も

の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
な
が
ら
、
本

書
を
読
み
終
え
た
。

　
浜
本
准
教
授
は
評
者
の
取
材
に
「
『
御

母
衣
ダ
ム
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
を
総
括

す
る
研
究
を
一
、
二
年
の
間
に
ま
と
め
た

い
」
と
話
し
て
い
た
。
研
究
の
総
括
が
待

ち
遠
し
い
。


