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水
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
反
面
、
災
害
を
引
き
起
こ
す
恐
ろ
し
い
も
の
で

も
あ
り
ま
す
。
市
内
の
河
川
も
、
か
つ
て
は
大
雨
の
度

に
氾
濫
す
る
脅
威
で
も
あ
り
ま
し
た
。

明
治
以
降
、
日
本
に
最
も
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
と
言
わ
れ
て
い
る
伊
勢
湾
台
風
（
昭
和
34
年
）
で
は
、

市
内
で
も
姉
川
や
天
野
川
な
ど
の
河
川
が
氾
濫
し
、
堤

防
の
決
壊
、
橋
の
流
失
、
田
畑
や
家
屋
へ
の
浸
水
な
ど

の
大
き
な
被
害
が
出
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
過
去
の
災

害
を
契
機
と
し
、
現
在
は
護
岸
工
事
や
拡
張
工
事
、
ダ

ム
建
設
な
ど
の
河
川
改
修
な
ど
に
よ
り
、
昔
の
よ
う
に

頻
繁
に
災
害
が
起
こ
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
未
曽
有
の
災
害
と
な
っ
た
東
日
本
大
震
災

で
経
験
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
力
が
到
底
お
よ
ば
な
い

の
が
自
然
の
力
で
す
。
か
つ
て
「
霞か

す
み

堤て
い

」
と
呼
ば
れ
る

も
の
が
、
姉
川
や
天
野
川
に
も
い
く
つ
か
設
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
と

い
う
昔
の
人
の
治
水
の
知
恵
で
あ
り
、
自

然
の
力
を
科
学
技
術
だ
け
で
封
じ
込
め
る

の
で
は
な
く
、
昔
の
人
の
よ
う
に
折
り
合

い
を
つ
け
て
付
き
合
っ
て
い
く
こ
と
も
必

要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
昔
は
自
然

を
恐
れ
る
と
同
時
に
敬
い
、
川
が
氾
濫
し

な
い
よ
う
に
と
祈
っ
た
も
の
で
す
。
姉
川

に
架
か
る
七
尾
橋
の
た
も
と
に
は
、
樹
齢

５
０
０
年
と
も
い
わ
れ
る
「
一
本
杉
」
と

呼
ば
れ
る
杉
の
大
木
が
あ
り
ま
す
。
伊
勢

か
ら
授
か
っ
た
も
の
で
、
こ
の
木
を
植
え

て
か
ら
は
水
害
が
な
く
な
っ
た
と
伝
え
ら

れ
、
今
も
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

まいばらの水
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深
い
山
々
が
育
ん
だ
米
原
の
美
し
い
湧
き
水
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、「
未
来
に
伝
え

た
い
”ま
い
ば
ら
の
水
“」
に
選
ば
れ
た
12
か
所
を
シ
リ
ー
ズ
で
お
伝
え
し
て
き
ま
し
た
が
、

７
月
か
ら
は
番
外
編
と
し
て
、
地
域
と
水
の
関
わ
り
に
つ
い
て
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

▲ 世継の霞堤（上空より）

お詫びと訂正
10月15日号の「未来に伝えたい“まいばらの水”12選　Vol.16 ～番外編④～」の掲載内容に

誤りがありました。お詫びし、訂正いたします。

『市内にあった酒造名とその銘柄』の一覧表
14段目　【誤】明保能

ぼ の

⇒　　【正】明
あけ

保能
ぼ の

17段目　【誤】新玉
あらたま

⇒　 【正】あら玉
たま

▲ 伊勢湾台風（上：吉槻橋流出、下：長岡浸水）

▲ 七尾橋のたもとにある一本杉
（井之口）




