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東
日
本
大
震
災
以
降
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
て
水
力
発
電
が
見
直
さ
れ
て
い
ま

す
。
水
は
昔
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
利
用

さ
れ
て
お
り
、
伊
吹
で
は
出い

雲ず
も

井ゆ

の
井
水
路

の
か
た
わ
ら
に
あ
っ
た
直
径
６
メ
ー
ト
ル
の

巨
大
な
水
車
で
菜
種
油
が
製
造
さ
れ
て
い
た

り
、
能
登
瀬
で
は
天
野
川
の
水
流
を
利
用
し

た
水
車
で
小
麦
が
製
粉
さ
れ
た
り
し
て
い
ま

し
た
。
か
つ
て
甲
津
原
集
落
に
た
く
さ
ん
あ

っ
た
米
や
そ
ば
を
つ
く
た
め
の
「
唐か

ら

臼う
す

小
屋
」

や
、
水
の
力
で
芋
の
皮
を
む
く
「
芋い

も

水ず
い

車し
ゃ

」

な
ど
も
そ
の
一
つ
で
す
。

小
水
力
発
電
の
先
駆
け
と
し
て
は
、
醒
井

養
鱒
場
が
霊
仙
山
の
湧
水
を
取
水
し
、
昭
和

４
年
〜
昭
和
27
年
頃
ま
で
発
電
（
最
大
15
kW
）

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
大
規
模
な
も

の
と
し
て
は
、
姉
川
を
利
用
し
た
水
力
発
電

が
あ
り
ま
す
。
大
正
３
年
、
F
槻
に
建
設
さ

れ
た
「
姉
川
発
電
所
（
出
力
６
１
５
kW
、
昭

和
19
年
廃
止
）」
は
そ
の
先
駆
け
で
、
こ
の

発
電
所
に
よ
り
曲
谷
、
甲
賀
、
F
槻
に
は
滋

賀
県
で
２
番
目
に
電
気
が
灯
り
ま
し
た
。
電

力
需
要
の
増
加
に
伴
い
建
設
さ
れ
た
の
が
、

「
小
泉
発
電
所
（
昭
和
６
年
発
電
開
始
、
出

力
９
６
６
kW)

」
と
「
伊
吹
発
電
所
（
昭
和
15

年
完
成
、
出
力
５
４
０
０
kW
）」
で
、
昭
和

50
年
頃
ま
で
は
旧
伊
吹
町
内
全
域
に
電
力
が

供
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
小
泉
、
伊
吹
発
電

所
は
現
在
も
稼
働
し
て
い
ま
す
。

今
の
シ
ス
テ
ム
は
、
原
子
力
と
い
う
リ
ス

ク
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
電
気
を
遠

く
で
大
量
に
つ
く
っ
て
遠
く
ま
で
運
ぶ
供
給

方
法
が
主
流
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
し
、
地
産
地
消
の
電
力
供

給
が
主
流
と
な
っ
て
く
る
こ
と
も
予
想
さ
れ

ま
す
。
市
内
に
は
姉
川
や
天
野
川
を
は
じ
め
、

た
く
さ
ん
の
河
川
や
農
業
用
水
路
が
存
在
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
水
は
持
続
可
能
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
し
て
、
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

まいばらの水
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米
原
に
は
、
深
い
山
々
が
育
ん
だ
米
原
の
美
し
い
水
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

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
湧
水
や
、

地
域
と
水
と
の
関
わ
り
、
水
に
関
す
る
話
題
に
つ
い
て
お
届
け
し
ま
す
。

▲ かつて甲津原集落に多くあった
唐臼小屋の跡

t 姉川発電所跡

現在も発電を行っている「伊吹発電所」s

t 醒井養鱒場で利用されていたタービン型発電機
（醒井養鱒場提供）


