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「まいもん」あふれる穴水町の新たな魅力をつくる
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      おぞう　     ひろし

一般社団法人　
石川県地質調査業協会

会 長 　尾蔵　博

日
本
列
島
は
地
質
構
造
が
複
雑
で
あ

り
、か
つ
脆
弱
な
地
盤
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。ま
た
地
震
、火
山
噴
火
、風
水
害

等
に
よ
り
地
盤
災
害
が
多
発
し
て
お
り
、

災
害
列
島
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
一
社
）石
川
県
地
質
調
査
業
協
会

会
員
企
業
は
、脆
弱
で
か
つ
地
域
の

複
雑
な
地
形
・
地
質
を
熟
知
し
た
地
質

に
関
す
る
専
門
技
術
者
集
団
と
し
て

様
々
な
技
術
を
蓄
積
し
、そ
の
ノ
ウ

ハ
ウ
を
駆
使
し
て
社
会
資
本
整
備
や

地
震
、豪
雨
等
に
よ
る
土
砂
災
害
に

対
す
る
防
災
、減
災
、土
壌
・
地
下

水
汚
染
等
の
環
境
問
題
を
通
し
て

社
会
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、地
域
の
地
質
・
地
盤
の
様
々
な
不

確
実
性
、す
な
わ
ち
”地
質
リ
ス
ク
“
を

低
減
す
る
こ
と
で
建
設
事
業
の
品
質
確
保
、

建
設
工
事
の
安
全
確
保
、建
設
コ
ス
ト
の

増
大
防
止
に
寄
与
す
る
た
め
、技
術
の
研
鑽

を
重
ね
、県
民
の
安
全
・
安
心
な
生
活
を

守
る
た
め
、よ
り
一
層
の
社
会
貢
献
を
す
る

所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

関
係
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、今
後

と
も
当
協
会
並
び
に
会
員
企
業
に
対
し

て
一
層
の
ご
指
導
、ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
ご
挨
拶

と
い
た
し
ま
す
。

”
地
質
い
し
か
わ
“
第
７3
号
は
、

ご
多
忙
中
に
も
関
わ
ら
ず
、特
別
対
談

と
し
て
穴
水
町
長 

石
川
宣
雄
氏
か
ら
、

観
光
や
食
を
い
か
し
た
町
づ
く
り
、教
育

に
か
け
る
熱
い
想
い
に
つ
い
て
お
話
し

を
伺
っ
た
の
を
初
め
、多
く
の
方
々
の

格
別
な
ご
協
力
に
よ
っ
て
発
刊
さ
せ

て
い
た
だ
く
事
と
な
り
、一
言
ご
挨
拶

申
し
上
げ
ま
す
。

平
素
は（
一
社
）石
川
県
地
質
調
査
業

協
会
な
ら
び
に
会
員
各
社
に
対
し
格

別
の
ご
指
導
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
て
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

第
73
号 

発
刊
に
際
し
て

C
H

IS
H

IT
S

U
 IS

H
IK

A
W

A
N

o.73
会 長 挨 拶

President  Greetings
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な
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
穴
水
の
よ
う
な

小
さ
な
自
治
体
だ
け
で
取
り
組
ん
で

も
効
果
を
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い
で
す

し
、
国
を
挙
げ
て
特
別
な
施
策
を
打

た
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
穴

水
町
と
し
ま
し
て
は
、
人
口
の
流
出
を

止
め
る
た
め
に
企
業
誘
致
が
一
つ
の
手

段
だ
と
思
い
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
働
く
場
所
が
あ

る
だ
け
で
は
若
い
人
が
集
ま
っ
て
く
れ

な
い
と
い
う
事
が
実
感
と
し
て
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。
若
い
人
を
集
め
る
た
め

に
は
、
や
は
り
遊
ぶ
場
所
な
ど
の
魅
力

が
な
い
と
駄
目
な
ん
で
す
ね
。

尾
蔵　
能
登
は
ど
こ
に
行
っ
て
も
そ
う

で
す
よ
ね
。
若
い
人
た
ち
の
遊
ぶ
と
こ

ろ
が
な
い
。
だ
か
ら
人
口
流
出
し
て
し

ま
う
ん
で
し
ょ
う
ね
。

町
長　
の
と
里
山
海
道
が
完
全
無
料

化
に
な
り
、
最
近
で
は
金
沢
へ
遊
び
に

行
く
若
い
人
た
ち
が
け
っ
こ
う
お
り
ま

し
て
、
そ
れ
で
も
い
い
の
か
な
ぁ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
、
都
会

に
出
た
人
達
が
穴
水
に
帰
っ
て
き
や
す

い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
事
前
に
登
録

し
て
も
ら
い
そ
の
人
た
ち
の
元
に
穴
水

の
企
業
情
報
を
送
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
と
、ど
こ
の
市
町
村
で
も
や
っ

て
い
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
い
わ
ゆ
る「
ふ

町
長　
今
日
は
穴
水
町
ま
で
お
越
し
い

た
だ
き
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

坂
下　
こ
ち
ら
こ
そ
お
忙
し
い
所
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
早
速
で

す
が
能
登
で
は
人
口
減
少
で
ご
苦
労
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
穴
水
町
で

取
り
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
教

え
て
く
だ
さ
い
。

町
長　
人
口
減
少
問
題
で
す
が
、
こ
れ

は
穴
水
だ
け
で
な
く
日
本
が
人
口
減
少

時
代
に
入
っ
て
い
る
訳
で
す
か
ら
、
全

国
的
な
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
。
少

子
高
齢
化
に
よ
っ
て
生
産
労
働
者
が
減

り
、
経
済
活
力
が
失
わ
れ
る
。
す
る
と

若
者
の
晩
婚
化
が
さ
ら
に
進
み
、
一
段

と
子
供
の
出
生
率
が
低
下
す
る
。
悪

循
環
が
ど
ん
ど
ん
続
い
て
い
く
こ
と
に

都会に出た人が
帰って来やすい故郷に

45

特別対談

ANAMIZU MACHIISHIKAWA 
GEOLOGICAL SURVEY 
ASSOCIATION

穴水町長

石川  宣雄
    いしかわ　            のぶお

尾蔵  博

（一社）石川県地質調査業協会
        会長

      おぞう　       ひろし

能登半島のほぼ中央に位置し、冬のカキまつりには大勢の人で賑わう穴水町。
穴水町の財政を再建させ、平成 30 年 1 月に 4 選を果たした穴水町長・石川宣雄氏に

「観光」や「食」をいかした町づくり、教育にかける熱い思いなどを伺いました。

「まいもん」あふれる穴水町の
新たな魅力をつくる



り
、
奥
能
登
全
体
で
取
り
組
ん
で
い
こ

う
と
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

坂
下　
今
の
観
光
の
お
話
し
に
も
結
び

つ
く
と
思
う
ん
で
す
が
、
穴
水
町
に
は

イ
サ
ザ
や
、
サ
ザ
エ
、
カ
キ
な
ど
「
グ

ル
メ
」
に
ち
な
ん
だ
物
が
け
っ
こ
う
あ

る
と
思
う
ん
で
す
が
、「
食
」
に
つ
い
て

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

町
長　

穴
水
町
に
は
、
珍
味
も
含
め

て
い
い
素
材
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
ん
で

す
。「
能
登
ワ
イ
ン
」
は
能
登
空
港
の

開
港
を
記
念
し
て
生
産
し
た
ん
で
す

が
、
も
と
も
と
穴
水
は
水
は
け
が
悪

く
ブ
ド
ウ
を
育
て
る
の
に
適
し
た
環
境

で
は
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
が
穴
水
で
獲

る
さ
と
会
」を
開
催
し
て
お
り
ま
し
て
、

関
東
一
円
で
は
「
東
京
穴
水
会
」
と
い

う
の
を
年
に
一
度
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
会
に
出
席
し
た
時
に
人
間

に
は
故
郷
が
大
事
だ
と
い
う
事
を
考

え
さ
せ
ら
れ
た
ん
で
す
。
穴
水
か
ら
都

会
へ
行
っ
た
人
た
ち
も
子
供
の
頃
は
野

や
山
で
遊
ん
だ
経
験
が
あ
る
は
ず
で
す

し
、
そ
う
い
う
体
験
を
そ
の
子
供
た
ち

に
体
験
し
て
も
ら
え
る
場
所
を
作
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
故
郷

の
親
御
さ
ん
や
兄
弟
を
亡
く
さ
れ
た

方
と
い
う
の
は
故
郷
に
帰
り
づ
ら
い
と

思
う
の
で
、
そ
う
い
う
人
達
も
自
由
に

帰
っ
て
来
れ
る
交
流
の
場
を
つ
く
り
た

い
で
す
。

坂
下　
穴
水
町
で
は
ボ
ラ
待
ち
や
ぐ
ら

が
有
名
で
す
が
、
観
光
に
つ
い
て
の
取

れ
た
カ
キ
の
カ
キ
殻
を
２
～
３
年
野

積
み
し
て
塩
分
を
抜
き
、
さ
ら
に
カ

キ
殻
を
細
か
く
粉
砕
し
て
そ
れ
を
畑

に
入
れ
る
こ
と
で
、
水
は
け
の
よ
い
、

海
の
ミ
ネ
ラ
ル
で
肥
え
た
土
地
に
な
る

ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
う
ま
く
ブ

ド
ウ
と
マ
ッ
チ
ン
グ
し
て
能
登
ワ
イ
ン

が
完
成
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
毎
年
開

か
れ
て
い
る
国
産
ワ
イ
ン
コ
ン
ク
ー
ル

で
今
年
も
金
賞
、
銅
賞
を
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
能
登
ワ
イ
ン
は

加
熱
処
理
や
防
腐
剤
を
一
切
使
用
し
な

い
「
生
ワ
イ
ン
」
と
し
て
販
売
し
て
い

る
の
で
、
そ
の
点
が
評
価
に
繋
が
っ
て

い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

古
一　
カ
キ
殻
を
使
っ
た
土
壌
改
良
で

す
が
、
法
面
を
工
事
す
る
時
に
も
貝

の
殻
を
粉
末
状
に
し
て
吹
き
付
け
て
い

ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
酸
性
だ
っ
た

り
組
み
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

町
長　

今
言
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
ボ

ラ
待
ち
や
ぐ
ら
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
け

ど
も
、
穴
水
町
に
は
さ
し
た
る
観
光

地
が
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
観
光
地
が

な
い
ん
だ
っ
た
ら
つ
く
ろ
う
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
事
で
今
取
り
組
み
を
始
め

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
一
番
は
じ
め
に

取
り
組
ん
だ
の
が
先
ほ
ど
お
渡
し
し

た
名
刺
に
あ
る
能
登
長
寿
大
仏
で
す
。

大
仏
さ
ん
ま
で
の
ア
ク
セ
ス
道
を
整
備

し
た
り
、
大
仏
さ
ん
の
周
り
の
環
境

を
整
備
し
た
り
い
ろ
い
ろ
と
取
り
組
ん

で
お
り
ま
す
。

坂
下　
正
式
名
称
が
能
登
長
寿
大
仏

な
ん
で
す
か
？

町
長　

も
と
も
と
は
能
登
大
仏
と
い

う
名
前
が
つ
い
て
い
た
ん
で
す
が
、
こ

の
大
仏
さ
ま
を
建
立
さ
れ
た
方
が
百

歳
ま
で
生
き
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で

長
寿
を
願
わ
な
い
人
は
誰
も
い
な
い
訳

で
す
か
ら
、
能
登
長
寿
大
仏
と
い
う

名
前
に
し
ま
し
た
。

尾
蔵　
ご
利
益
が
あ
り
そ
う
で
す
。
今

回
、
穴
水
を
訪
ね
る
に
当
た
っ
て
、
能

登
半
島
と
伊
豆
半
島
を
比
べ
て
み
た
ん

で
す
け
ど
も
、
能
登
半
島
の
ほ
う
が
古

い
史
跡
が
多
く
あ
り
ま
す
。

町
長　

能
登
半
島
は
平
家
の
落
人
が

流
さ
れ
て
来
て
い
ま
し
た
か
ら
、
珠
洲

や
輪
島
の
町
に
行
き
ま
す
と
平
家
の

落
人
の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
時
国
家

と
い
う
史
跡
は
も
と
も
と
平
時
国
と
い

う
落
人
の
屋
敷
な
ん
で
す
が
、
平
家
で

あ
る
こ
と
を
隠
す
た
め
に
平
の
苗
字
を

捨
て
て
、
時
国
と
い
う
苗
字
に
し
た
ん

で
す
。
能
登
に
は
そ
う
い
う
名
前
が
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

尾
蔵　

伊
豆
半
島
の
天
城
峠
に
は
文

化
的
遺
産
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
け

ど
、
能
登
半
島
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん

で
す
よ
ね
。
穴
水
町
や
能
登
町
な
ど
一

つ
の
自
治
体
で
観
光
を
考
え
る
の
で
な

く
、
能
登
半
島
全
体
で
そ
れ
ら
の
史

跡
な
ど
を
め
ぐ
る
ル
ー
ト
を
つ
く
れ
ば

面
白
い
と
思
い
ま
す
。

町
長　
知
事
か
ら
も
「
能
登
は
一
つ
に

な
ら
ん
と
駄
目
な
ん
や
。
能
登
は
一つ
一

つ
で
は
駄
目
な
ん
や
。」
と
よ
く
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
実
は
今
年
、
北

海
道
の
釧
路
で
成
功
し
て
い
る
と
い
う

民
間
の
観
光
連
盟
を
視
察
す
る
た
め

に
奥
能
登
の
首
長
四
人
で
行
っ
て
き
た

ん
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
奥

能
登
観
光
協
会
み
た
い
な
も
の
を
つ
く

土
壌
が
中
性
化
さ
れ
て
植

物
が
生
え
る
ん
で
す
。
そ

れ
か
ら
カ
キ
の
繋
が
り
で
言

え
ば
、
私
は
カ
キ
ま
つ
り
に
毎
年
来
て

い
る
ん
で
す
が
、
い
つ
も
す
ご
い
人
出

で
す
よ
ね
。

町
長　

町
の
空
き
地
を
す
べ
て
駐
車

場
に
し
て
会
場
ま
で
を
シ
ャ
ト
ル
バ
ス

で
走
ら
せ
て
い
る
ん
で
す
が
、
バ
ス
が

渋
滞
に
巻
き
込
ま
れ
て
動
か
な
く
な
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
今

で
は
本
当
に
大
規
模
な
お
祭
り
に
な

り
、
大
変
な
苦
労
を
し

て
お
る
く
ら
い
な
ん
で
す
。

坂
下　
「
ま
い
も
ん
ま
つ
り
」
は
年
に

４
回
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

町
長　
そ
う
で
す
。
春
は
イ
サ
ザ
、
夏

は
サ
ザ
エ
、
秋
は
能
登
ワ
イ
ン
と
能
登

牛
を
出
し
て
や
っ
て
お
り
ま
す
が
、
大

成
功
を
し
て
い
る
の
は
冬
の
カ
キ
ま
つ

り
で
す
。
春
の
イ
サ
ザ
は
そ
れ
自
体
食

べ
て
美
味
し
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
の

で
す
が
、
穴
水
で
は
昔
か
ら
い
ろ
ん
な

新たにつくる、
穴水町の観光スポット

穴水の「まいもん」を
いかした町づくり

能登長寿大仏は穴水町の新しい観光スポット

まいもんまつり

雪中ジャンボかきまつり

春の陣・いさざまつり
夏の陣・さざえまつり

冬の陣・かきまつり

秋の陣・牛まつり

能登ワイン

観光スポット
として
整備されている
大仏の周りの環境
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の
地
域
の
学
校
に
行
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
る
ん
で
す
。
小
さ
な
自
治
体
と
は

言
え
県
立
高
校
が
一
つ
も
な
い
の
で
は

地
域
住
民
の
方
に
非
常
に
申
し
訳
な
い

で
す
か
ら
、
穴
水
高
校
は
何
が
何
で
も

存
続
を
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

坂
下　
医
療
や
福
祉
に
つ
い
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

町
長　
医
療
福
祉
の
件
に
つ
い
て
で
す

が
、
私
は
も
と
も
と
政
治
や
行
政
の

経
験
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
興
味

も
な
か
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
偶
然

に
平
成
十
七
年
の
春
に
町
の
行
政
改

革
懇
話
会
の
委
員
会
の
公
募
が
あ
っ
た

町
長　
焼
い
た
ら
駄
目
で
炙
る
程
度
で

い
い
ん
で
す
。

尾
蔵　
そ
の
炙
り
具
合
が
な
か
な
か
難

し
い
ん
で
す
。
小
松
空
港
の
お
土
産
店

で
は
桐
箱
の
中
に
綿
を
ひ
い
て
売
っ
て

い
ま
す
が
、
多
く
の
人
は
食
べ
方
を
知

ら
な
い
と
思
う
の
で
、
食
べ
方
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
な
ん
か
を
入
れ
て
お
い
て
も

ら
い
た
い
で
す
。

坂
下　
教
育
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

町
長　

穴
水
に
は
県
立
の
穴
水
高
校

が
あ
る
ん
で
す
が
、
十
年
ほ
ど
前
に
県

ん
で
す
。
当
時
、
町
の
財
政
が
厳
し
い

こ
と
は
住
民
に
漏
れ
伝
わ
っ
て
来
て
い

ま
し
て
、
私
も
関
心
が
あ
っ
た
の
で
応

募
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
公
募
枠
で
は

落
選
し
た
ん
で
す
が
、
各
種
団
体
の
中

か
ら
選
出
で
き
る
枠
が
あ
り
ま
し
て
、

私
は
当
時
商
工
会
の
副
会
長
だ
っ
た

も
の
で
す
か
ら
商
工
会
や
会
長
の
薦
め

で
そ
の
委
員
会
に
復
活
で
入
れ
た
ん
で

す
。
そ
れ
で
第
一
回
目
の
会
合
の
時
に

私
が
委
員
会
の
会
長
に
な
り
ま
し
て
、

町
の
財
政
が
本
当
に
厳
し
い
状
態
で
あ

る
こ
と
を
知
り
、
町
の
財
政
を
苦
し

め
て
い
る
原
因
の
一
つ
が
穴
水
総
合
病

院
の
経
営
の
赤
字
だ
と
分
か
っ
た
ん
で

す
。
か
つ
て
は
、
非
常
に
誇
れ
る
病
院

で
全
国
の
自
治
体
か
ら
見
学
に
来
る

ほ
ど
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
平
成
十
一
年

を
境
に
赤
字
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
厚
生
労
働
省

の
施
策
の
失
敗
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ

れ
ま
で
医
学
部
の
卒
業
生
は
習
っ
た
大

学
の
教
授
の
も
と
で
初
期
研
修
を
し
て

き
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
ど
こ
で
研
修
を

し
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も

の
で
す
か
ら
、
石
川
県
に
は
金
沢
大
学

医
学
部
と
金
沢
医
科
大
学
の
二
校
が

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
研

修
医
が
石
川
県
に
残
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
大
学
側
も

県
内
の
自
治
体
の
病
院
に
若
い
医
者

け
ど
、
量
的
に
そ
ん
な
に
多
く
獲
れ
な

い
ん
で
す
。

尾
蔵　
カ
ラ
ス
ミ
は
何
回
も
干
し
た

り
し
な
い
と
い
け
な
い
み
た
い
で
作
る

の
が
難
し
い
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
ん

で
す
が
、
だ
か
ら
価
格
が
非
常
に
高
い

ん
で
し
ょ
う
ね
。
ク
チ
コ
も
、
イ
チ
ョ

ウ
の
葉
２
枚
く
ら
い
で
９
千
円
ほ
ど
し

ま
す
よ
ね
。

町
長　

ち
ょ
う
ど
ク
チ
コ
が
あ
り
ま

す
。

尾
蔵　
こ
れ
は
立
派
な
ク
チ
コ
で
す

ね
。
し
か
し
、
ク
チ
コ
の
食
べ
方
は
難

し
い
で
す
ね
。

形
で
食
べ
て
お
り
ま
し
て
、
穴
水
の
イ

サ
ザ
料
理
を
楽
し
み
に
待
っ
て
く
れ
て

い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

古
一　
先
日
テ
レ
ビ
を
見
て
い
ま
し
た

ら
、
穴
水
町
の
「
ボ
ラ
料
理
」
に
つ
い

て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
す
ご
く

美
味
し
そ
う
で
し
た
。

町
長　
ボ
ラ
を
食
べ
る
と
い
う
習
慣
が

あ
る
の
は
石
川
県
で
は
穴
水
だ
け
な
ん

だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
ボ
ラ
と
い
う
魚

は
一
般
的
に
臭
み
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
ん
で
す
が
、
穴
水
の
ボ
ラ
は
湾
内

に
い
る
も
の
で
す
か
ら
ま
っ
た
く
臭
み

が
な
い
ん
で
す
。
私
は
「
洗
い
」
や
、

照
り
焼
き
に
し
た
身
を
ほ
ぐ
し
て
お
茶

漬
け
の
よ
う
に
し
て
食
べ
る
「
茶
飯
」

が
大
好
き
な
ん
で
す
。

尾
蔵　
せ
っ
か
く
美
味
し
い
ボ
ラ
が
獲

れ
る
ん
で
す
か
ら
特
産
品
と
し
て
カ
ラ

ス
ミ
を
つ
く
ら
れ
た
ら
い
か
が
で
す
か
。

町
長　
日
本
の
三
大
珍
味
の
一
つ
で
す

よ
ね
。
日
本
料
理
店
や
寿
司
店
を
営

業
し
て
い
る
方
た
ち
は
自
分
た
ち
で
ボ

ラ
の
卵
を
使
っ
て
カ
ラ
ス
ミ
を
つ
く
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
穴
水
で
は
ナ
マ

コ
も
獲
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
コ
ノ
ワ

タ
や
ク
チ
コ
を
つ
く
っ
て
い
る
ん
で
す

立
高
校
の
再
編
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、

穴
水
高
校
と
門
前
高
校
が
輪
島
高
校

に
併
合
さ
れ
る
計
画
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
を
何
と
か
阻
止
し
よ
う
と
当
時
の

校
長
先
生
た
ち
と
議
論
し
て
、
穴
水

高
校
を
進
学
校
に
す
る
と
い
う
大
号
令

を
か
け
ま
し
て
能
登
一
の
進
学
校
を
目

指
す
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
先

生
方
に
は
っ
ぱ
を
か
け
た
り
、
中
学
校

や
県
の
教
育
委
員
会
に
お
願
い
に
行
く

な
ど
し
て
力
を
入
れ
て
取
り
組
み
ま
し

た
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
こ
れ
ま
で
金

大
に
受
か
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
ん
で
す
が
、
一
学
年
が
わ
ず
か
四
十

人
か
五
十
人
の
学
校
で
金
沢
大
学
に
二

人
、
富
山
大
学
に
七
人
合
格
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
か
と
言
っ
て

も
金
大
に
一
人
も
受
か
ら
な
い
年
も
あ

り
ま
す
の
で
、
合
格
者
数
を
安
定
さ
せ

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

尾
蔵　
ほ
ぉ
、
そ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で

す
ね
。

町
長　
ま
た
高
校
だ
け
で
な
く
、
小
、

中
学
校
の
教
育
に
も
力
を
入
れ
て
お
り

ま
し
て
、
今
で
は
小
学
四
年
生
か
ら
英

語
の
授
業
が
あ
り
ま
す
の
で
穴
水
在
住

で
海
外
の
生
活
経
験
の
あ
る
方
に
補
助

教
員
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
そ
の
方
の
発
音
が
す
ご
い
良
い
も
の

で
す
か
ら
生
徒
だ
け
な
く
先
生
に
も
教

え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
の
取
り
組
み
が
功
を
奏
し
ま
し
て

小
・
中
学
生
の
学
力
も
向
上
し
て
お

り
ま
す
。
小
、
中
学
校
で
毎
年
行
っ
て

い
る
全
国
の
学
力
テ
ス
ト
で
は
石
川
県

が
全
国
一
位
な
ん
で
す
。
そ
の
石
川
県

の
小
学
校
の
中
で
穴
水
の
小
学
校
は
こ

れ
ま
で
五
～
六
位
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

今
年
は
三
位
に
な
り
、
中
学
校
は
三

年
連
続
で
石
川
県
の
ト
ッ
プ
に
な
っ
て

い
る
ん
で
す
。
た
だ
学
力
が
上
が
っ
て

き
て
る
中
で
、
実
は
弊
害
も
出
て
き
て

困
っ
て
お
り
ま
す
。

坂
下　
弊
害
で
す
か
？

町
長　

今
年
、
穴
水
中
学
の
卒
業
生

は
六
十
一
人
い
た
ん
で
す
が
、
そ
の
内

の
半
分
の
生
徒
が
七
尾
高
校
に
行
く

だ
け
の
実
力
が
着
い
た
ん
で
す
。
す
る

と
親
も
子
供
も
七
尾
高
校
を
志
望
し

ま
し
て
、
穴
水
高
校
に
入
り
た
い
と
い

う
生
徒
が
い
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
そ

れ
で
中
学
校
の
先
生
や
親
御
さ
ん
を

説
得
し
て
半
分
く
ら
い
の
生
徒
さ
ん
が

入
学
し
た
ん
で
す
け
ど
、
穴
水
高
校
の

生
徒
を
確
保
す
る
の
が
大
変
で
し
た
。

教
育
の
効
果
が
上
が
っ
て
来
て
い
る
こ

と
は
非
常
に
喜
ん
で
い
る
ん
で
す
が
、

学
力
が
良
い
ば
か
り
に
か
え
っ
て
よ
そ

を
派
遣
で
き
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
そ

う
す
る
と
穴
水
総
合
病
院
で
は
医
師

不
足
に
な
り
、
医
師
が
い
な
い
と
患
者

さ
ん
も
来
ま
せ
ん
か
ら
、
ま
す
ま
す

経
営
が
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
。
お
そ
ら
く
全
国
の
自
治
体
の
病

院
は
ど
こ
も
赤
字
が
続
い
た
ん
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
ま
ず
こ
の
穴
水

総
合
病
院
を
建
て
直
さ
な
い
こ
と
に
は

町
の
財
政
を
再
生
で
き
な
い
も
の
で
す

か
ら
、
第
一
に
病
院
の
改
革
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
何
を
す
れ

ば
良
い
か
初
め
は
分
か
ら
な
か
っ
た
も

の
で
す
か
ら
病
院
に
関
係
す
る
と
こ
ろ

は
ど
こ
で
も
回
っ
て
歩
け
と
思
い
ま
し

て
、
金
沢
大
学
の
医
学
部
や
金
沢
医

科
大
も
行
き
ま
し
た
し
、
日
赤
の
本

部
ま
で
行
っ
て
何
か
い
い
知
恵
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
訪
ね
も
し
ま
し
た
。

坂
下　

日
赤
の
本
部
ま
で
訪
ね
ら
れ

た
ん
で
す
ね
。

町
長　
た
ま
た
ま
日
赤
の
副
社
長
が

石
川
県
の
厚
生
労
働
部
長
を
さ
れ
て

い
た
方
で
、
そ
の
方
を
頼
り
に
し
て
訪

ね
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、
金
大
の
医

学
部
や
金
沢
医
科
大
に
何
度
も
通
い

ま
し
て
、
あ
る
時
、
金
沢
医
科
大
学

の
理
事
長
に
会
っ
て
協
力
の
お
願
い
を

申
し
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。

存続のために、穴水高校を
能登一の進学校に

財政再建のための
穴水総合病院改革

穴水総合病院

クチコを手にする町長
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こ
ん
な
大
規
模
な
工
事
を
当
時
よ
く

や
れ
た
も
の
だ
な
ぁ
と
思
う
ん
で
す
。

今
だ
っ
た
ら
絶
対
に
出
来
ま
せ
ん
。
私

に
や
れ
と
言
わ
れ
ま
し
て
も
、
と
ん
で

も
な
い
お
金
が
か
か
る
で
し
ょ
う
し
恐

ろ
し
く
て
出
来
な
い
で
す
。

尾
蔵　
こ
れ
だ
け
の
大
工
事
と
な
る
と

莫
大
な
費
用
が
か
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

町
長　

当
時
、
町
の
財
政
が
破
綻
に

近
い
状
態
に
な
っ
た
の
は
事
実
で
す
。

し
か
し
今
振
り
返
れ
ば
こ
の
放
水
路
の

お
か
げ
で
洪
水
が
な
く
な
っ
た
ん
で
す

か
ら
、
当
時
の
町
長
さ
ん
は
素
晴
ら

し
い
判
断
を
し
た
と
思
い
ま
す
。
と
く

に
、
当
時
の
町
長
さ
ん
が
そ
れ
ま
で
支
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そ
う
し
ま
し
た
ら
、
医
科
大
の
付
属

病
院
の
院
長
が
中
心
に
な
っ
て
面
倒
を

見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
、
今
で

は
当
時
の
院
長
が
理
事
長
に
な
ら
れ
て

い
る
も
の
で
す
か
ら
非
常
に
い
い
関
係

を
築
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
金
沢
医
科

大
学
さ
ん
の
協
力
も
あ
り
、
お
か
げ
で

病
院
の
再
生
に
成
功
し
ま
し
て
三
年
前

か
ら
穴
水
病
院
も
黒
字
化
し
て
い
ま

す
。
百
床
し
か
な
い
病
院
な
ん
で
す
が

毎
年
三
億
前
後
の
利
益
を
上
げ
る
ま
で

に
な
り
ま
し
た
。
少
し
で
も
赤
字
を
減

ら
し
て
健
全
な
経
営
を
す
る
た
め
に
、

か
つ
て
は
１
７
７
床
の
病
院
だ
っ
た
の

を
百
床
に
ま
で
減
ら
し
た
り
、
最
初
の

六
年
間
で
院
長
を
三
人
変
え
ま
し
た
。

そ
れ
で
三
人
目
に
し
て
私
と
意
見
の
あ

う
院
長
が
見
つ
か
り
、
今
二
人
三
脚
で

一
生
懸
命
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

そ
し
て
病
院
が
黒
字
に
な
り
ま
し
て
、

今
ま
で
病
院
の
赤
字
の
た
め
に
つ
ぎ
込

ん
で
い
た
四
億
、五
億
と
い
う
町
の
お

金
を
他
の
事
業
に
回
せ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
私
は
政
治
や
行
政
の
こ
と
は

ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
で
す
し
、
病
院

の
こ
と
も
分
か
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
こ

れ
ま
で
小
さ
い
な
が
ら
も
穴
水
で
ず
っ

と
商
売
を
し
て
き
ま
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

事
業
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
に
お
い
て
す
べ

て
商
売
の
基
本
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と

が
分
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
商
売
で

習
っ
た
事
を
基
に
し
な
が
ら
町
長
と
し

て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

坂
下　

病
院
の
膨
ら
ん
だ
赤
字
を
短

期
間
で
黒
字
化
さ
れ
た
の
は
す
ご
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
福
祉
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

町
長　
福
祉
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
対

策
に
繋
が
る
部
分
も
あ
る
ん
で
す
が
昨

年
か
ら
す
べ
て
の
施
策
に
先
ん
じ
て
結

婚
、
出
産
、
子
育
て
の
問
題
に
取
り

組
ん
で
欲
し
い
と
い
う
大
号
令
で
や
っ

て
お
り
ま
す
。
私
ら
の
頃
は
一
つ
の
家

の
中
で
何
世
代
も
一
緒
に
暮
ら
し
て
い

ま
し
た
か
ら
子
供
や
孫
守
り
は
誰
か

に
引
き
受
け
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
ま
た
、
子
供
に
と
っ
て
も
大
家

族
の
中
で
育
つ
こ
と
は
教
育
の
面
で
も

良
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
お
年
寄
り
も

孫
守
り
で
き
る
こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た

と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今

は
核
家
族
の
た
め
に
お
母
さ
ん
が
一
人

で
子
育
て
を
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
親
御
さ
ん
が
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
自
分
の
子
供
に

虐
待
を
す
る
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
が
増
え

て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
そ
う

い
う
事
が
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、

特
に
子
育
て
を
中
心
に
取
り
組
ん
で
お

り
ま
す
。

坂
下　
近
年
全
国
的
に
は
地
震
や
集

中
豪
雨
と
言
っ
た
災
害
が
増
え
て
き
て

い
ま
す
が
、
防
災
に
つ
い
て
の
取
り
組

み
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

町
長　

最
近
の
穴
水
町
で
の
災
害
は

十
年
ほ
ど
前
の
能
登
半
島
地
震
ぐ
ら

い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
で
す
が
、

か
つ
て
昭
和
四
十
年
の
半
ば
頃
ま
で
は

梅
雨
の
頃
に
な
る
と
毎
年
毎
年
洪
水

が
発
生
し
て
い
た
ん
で
す
。
役
場
の
横

に
川
が
あ
り
ま
す
が
こ
れ
は
も
と
も
と

昭
和
四
十
年
代
に
洪
水
を
解
消
す
る

た
め
に
放
水
路
と
し
て
造
っ
た
も
の
な

ん
で
す
。
町
の
真
ん
中
に
ま
で
続
い
て

い
て
、
こ
れ
が
完
成
し
て
か
ら
一
度
も

洪
水
が
起
き
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
が
、

援
し
て
い
た
七
尾
市
出
身
の
代
議
士
で

は
力
不
足
だ
と
い
う
こ
と
で
、
建
設

大
臣
や
副
総
理
を
務
め
た
宇
出
津
町

の
益
谷
秀
次
さ
ん
に
工
事
の
協
力
の

お
願
い
に
行
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ

し
て
、
益
谷
秀
次
さ
ん
が
そ
の
お
願
い

を
引
き
受
け
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
放

水
路
が
完
成
し
た
ん
で
す
。
政
治
の
し

が
ら
み
の
中
で
、
当
時
の
町
長
さ
ん

は
非
常
に
素
晴
ら
し
い
判
断
を
さ
れ

た
と
思
っ
て
感
謝
を
し
て
お
り
ま
す
。

住
ん
で
る
住
民
の
生
活
が
何
よ
り
も

大
事
で
す
か
ら
ね
。

古
一　
商
店
街
に
昔
の
洪
水
の
写
真
も

あ
っ
た
ん
で
す
が
、か
な
り
の
水
位
だ
っ

た
ん
で
す
ね
。

町
長　
き
っ
と
昭
和
三
十
四
年
の
大

洪
水
時
の
写
真
だ
と
思
い
ま
す
。
穴

水
、
門
前
、
輪
島
と
集
中
豪
雨
で
、

穴
水
の
町
で
は
ほ
と
ん
ど
の
家
が
床
上

浸
水
し
ま
し
て
、
残
念
な
が
ら
六
人

の
方
が
亡
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
私

は
高
校
生
で
他
の
所
に
通
っ
て
い
た
ん

で
す
が
、
線
路
が
流
れ
て
し
ま
っ
て
帰

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ

れ
で
復
旧
す
る
ま
で
輪
島
に
行
っ
て
下

宿
し
て
お
り
ま
し
た
。

坂
下　
私
た
ち
地
質
調
査
業
協
会
で

は
防
災
に
対
し
て
の
調
査
な
ど
も
し
て

い
る
ん
で
す
が
、
協
会
に
対
し
て
の
ご

要
望
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
願
い

し
ま
す
。

石
川　
急
傾
斜
地
つ
い
て
は
県
に
お
願

い
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
今
で
は
急
傾

斜
地
の
工
事
は
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
ま
し

て
、
あ
と
は
一
部
小
規
模
な
民
家
に
直

接
被
害
の
な
い
所
だ
け
が
残
っ
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
住
ん
で
い
る
住

民
の
安
全
が
一
番
大
事
で
す
か
ら
、
い

ろ
い
ろ
ま
た
お
願
い
す
る
事
が
あ
る
と

思
い
ま
す
が
そ
の
時
は
ま
た
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

坂
下　
は
い
、
協
力
で
き
る
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
是
非
い
つ
で
も
声
を
か

け
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
今

日
は
一
時
間
と
い
う
お
約
束
だ
っ
た
ん

で
す
が
、
長
い
時
間
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

町
長　
い
ろ
い
ろ
と
余
計
な
話
ば
か
り

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
申
し
訳
な
か
っ
た

で
す
。

尾
蔵　
い
え
い
え
、
興
味
深
い
お
話
を

聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

放水路によって
なくなった洪水被害

役場の横には放水路として造られた川が流れる

ANAMIZU MACHIISHIKAWA GEOLOGICAL SURVEY ASSOCIATION特別対談   「まいもん」あふれる穴水町の新たな魅力をつくる。
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真
脇
隧
道
は
、
昭
和
７
年
に
竣
工
さ

れ
た
、
石
川
県
内
で
４
番
目
に
古
い
ト

ン
ネ
ル
で
、当
初
は
素
掘
り
区
間
、木
製

支
保
区
間
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
覆
工
区
間

の
３
つ
の
区
間
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
し

た
。そ
の
後
、素
掘
り
区
間
に
つ
い
て
は

吹
付
コ
ン
ク
リ
ー
ト
覆
工
を
施
し
、
小

木
側
か
ら
73
．５
ｍ
の
間
に
つ
い
て
は
、

矢
板
工
法
に
て
幅
員
６
．０
ｍ
に
拡
幅
し

て
い
ま
す
。

平
成
30
年
11
月
11
日
（
日
）、平
成
27

年
度
に
着
手
し
拡
幅
整
備
を
進
め
て
き

ま
し
た
主
要
地
方
道
能
都
内
浦
線
の

「
真
脇
ト
ン
ネ
ル
」が
開
通
し
ま
し
た
。

（
主
）能
都
内
浦
線
は
能
登
町
字
宇
出

津
を
起
点
と
し
、
同
町
字
松
波
に
至
る

延
長
20
．３

ｋｍ
の
路
線
で
あ
り
、沿
線
に

は
真
脇
遺
跡
や
九
十
九
湾
等
の
観
光
地

が
立
地
し
、
海
岸
線
を
巡
る
観
光
周
遊

道
路
で
あ
る
と
と
も
に
、
旧
能
都
町
と

旧
内
浦
町
を
結
び
、
第
３
次
緊
急
輸
送

道
路
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
重
要

な
道
路
で
す
。

真
脇
地
区
と
小
木
地
区
を
結
ぶ
真
脇

隧
道
は
、
昭
和
７
年
の
完
成
か
ら
80
年

以
上
が
経
過
し
、
老
朽
化
が
著
し
い
う

え
、幅
員
が
非
常
に
狭
く
（
幅
員
4.6
ｍ
）、

観
光
バ
ス
等
の
大
型
車
と
の
す
れ
違
い

が
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

早
期
の
整
備
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

は
じ
め
に

真
脇
隧
道

（
旧
ト
ン
ネ
ル
）に
つ
い
て

行政の
ささやき

G y o u s e i  n o  S a s a y a k i

主要地方道 能都内浦線
　真脇トンネル開通

能登内浦地域の安全・安心の確保と活性化に向けて

石川県奥能登土木総合事務所
道路建設課長

佐野 雅幸 
さの　       まさゆき

真脇トンネル位置図

のトンネルの状況整備前

建
設
か
ら
50
年
が
経
過
し
た
昭
和
60

年
に
は
、ト
ン
ネ
ル
の
劣
化
が
進
み
、木

製
支
保
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
覆
工
の
区
間

を
部
分
的
に
H

－

１
０
０
の
鋼
製
支
保

工
を
１
．０
ｍ
ピ
ッ
チ
で
設
置
し
、背
面

を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
モ
ル
タ
ル
で
充
填

す
る
内
巻
補
強
を
実
施
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
平
成
11
年
に
も
、
同
様
の
内

巻
補
強
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

計画断面図事業の概要

■路 線 名 ：主要地方道　能都内浦線

■事業区間：鳳珠郡能登町字真脇～小木地内

■道路規格：第３種３級

■延　　長：Ｌ＝０.６ｋｍ　（うちトンネル部　Ｌ＝３１０.９ｍ）

■幅　　員：Ｗ＝６.０（８.５）ｍ（トンネル部　Ｗ＝６.０（７.０）ｍ）

真脇トンネル開通により、以下の整備効果が期待されます。
１.利便性の向上　　　　大型車両のすれ違いが可能となるとともに、地域住民の利便性が向上します。
２.安全・安心の確保　　 緊急輸送道路としての機能強化が図られ、緊急時の迅速な避難・救助活動を支えます。
３.地域の活性化　　　　真脇遺跡や九十九湾等、沿線の観光地へのアクセス向上、両地区の交流促進や連携
　　　　　　　　　　　　強化が図られます。

九十九湾

小木港

小 木

至 松波至 国道249号

トンネル区間
L=310.9km

一般県道 小
木時長線

主要地方道 能都内浦線

至 

宇
出
津

真脇遺跡

高倉漁港

姫

真 脇

開通区間  L=0.6km
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児童によるよさこい踊り

園児による鼓笛演奏

平
成
30
年
11
月
11
日
（
日
）に
は
、谷

本
知
事
を
は
じ
め
、地
元
選
出
国
会
議
員

や
県
議
会
議
員
、地
元
関
係
者
を
含
む
約

１
０
０
名
の
方
々
に
出
席
い
た
だ
き
、開
通

式
が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。式
典

で
は
、テ
ー
プ
カ
ッ
ト・
く
す
玉
開
披
が
行

わ
れ
、引
き
続
い
て
地
元
の
小
木
こ
ど
も
園

の
園
児
に
よ
る
鼓
笛
演
奏
、高
倉
保
育
所

の
児
童
に
よ
る
よ
さ
こ
い
踊
り
が
披
露
さ

れ
、開
通
に
華
を
添
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
般
供
用
開
始
後
は
、
完
成
を
待
ち

わ
び
て
い
た
か
の
よ
う
に
多
く
の
地
元

の
方
々
が
車
で
往
来
し
、
新
し
く
生
ま

れ
変
わ
っ
た
ト
ン
ネ
ル
を
ご
利
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
式
典
時
に
も
地
元
の
方

か
ら
「
い
い
が
に
な
っ
た
ね
～
」
と
の

声
を
数
多
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

真
脇
ト
ン
ネ
ル
に
お
け
る
技
術
的
課
題
と
対
策

開
通
式
・
供
用
開
始
に
つ
い
て

今
回
の
真
脇
ト
ン
ネ
ル
の
開
通
に
よ

り
、車
の
円
滑
な
通
行
が
可
能
と
な
り
、

日
常
生
活
の
安
全
性
、
利
便
性
が
大
き

く
向
上
す
る
と
と
も
に
、
災
害
時
の
迅

速
な
避
難
や
緊
急
車
両
の
通
行
が
確
保

さ
れ
、地
域
の
安
全
・
安
心
に
も
大
き
く

寄
与
す
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。　

ま
た
、
数
あ
る
観
光
名
所
へ
の
ア
ク
セ

ス
も
円
滑
に
な
る
こ
と
で
、
広
域
交
流

が
拡
大
し
、
さ
ら
に
は
地
域
の
活
性
化

が
図
ら
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま

す
。最

後
に
な
り
ま
す
が
、
本
道
路
の
整

備
に
多
大
な
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
た
関

係
各
位
に
こ
の
場
を
お
借
り
し
ま
し
て

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

お
わ
り
に

真
脇
ト
ン
ネ
ル
は
、全
長
３
１
０
．９

ｍ
で
、既
存
の
ト
ン
ネ
ル
を
拡
幅
（
真
脇

隧
道
を
囲
む
よ
う
に
N
A
T
M
工
法
に

て
施
工
）し
て
い
ま
す
。

事
前
の
調
査
で
は
、
既
設
ト
ン
ネ
ル

覆
工
背
面
の
空
洞
及
び
地
山
の
緩
み
領

域
（
１
）と
２
つ
の
断
層
（
２
）が
確
認

さ
れ
た
ほ
か
、
地
山
か
ら
の
湧
水
が
想

定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
地
山
状
況
が
拡
幅

工
事
の
施
工
上
の
安
全
、
品
質
に
大
き

く
影
響
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
た
め
、

技
術
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
有
識
者

を
交
え
て
、
対
策
方
法
に
つ
い
て
検
討

を
行
い
な
が
ら
工
事
を
行
い
ま
し
た
。

（３）地山湧水対策
既設トンネルのＮｏ.８６０から小木側では、
地表面が集水地形であることや、断層帯の
影響で湧水が多く、降雨時には流れ出るく
らいの湧水が確認される箇所もありました。
施工時の地山の安定、完成断面に対する
水圧の低減を目的に水抜き工（Ｌ＝６．０ｍ、
ＶＰ５０有孔管５か所）を設置しました。
また、地表面においては劣化部への浸透水
を低減するために、コルゲートフリュームを
配置し集水排水を行いました。

真脇トンネル地質地形図

開通式典

（１）既設トンネル覆工背面の空洞及び地山の緩み領域に対する対策
完成後８６年が経過しており、旧隧道の周辺部は当初掘削による緩み領域が発達
し、加えて、緩み領域の経年劣化により覆工背面には空洞が存在していました。
この対策として、空洞に対しエアモルタルによる裏込注入を実施し、地山の連続性
を確保することにより拡幅掘削時の緩み領域の拡大防止を図りました。

（２）２つの断層と低土被り部における対策
２つの断層（Ｆ１、Ｆ２断層）と、トンネル縦断方向に派生した断層により、劣化ゾー
ンが不規則に存在していました。また、小木側坑口は軟弱な未固結の崖錐堆積物
を含む１０～１５ｍの低土被り部となっていました。
この対策として、当初設計でも注入式長尺先受工法（ＡＧＦ）が計上されていました
が、崖錐堆積物（ｄｔ）が厚く堆積する区間は、掘削時の天端崩落や鋼管間からの
土砂崩落の恐れがあることから、ＡＧＦを通常の半部のシフトで施工するダブル
ラップ配置を採用しました。これにより先受け効果の増大、地山補強効果が向上し
ました。

行政の
ささやき
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主要地方道 能都内浦線
　真脇トンネル開通

能登内浦地域の安全・安心の確保と活性化に向けて

ＡＧＦ割付図

の真脇トンネルの状況整備後
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エントランスからミュージアムをみる

祭りコーナー

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
は
木
造
棟
の
正
面

入
り
口
に
設
け
ら
れ
、能
登
の
情
報
発

信
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。入
口
フ
ロ
ア

に
は
直
径
７
メ
ー
ト
ル
の
能
登
半
島

の
イ
ラ
ス
ト
マ
ッ
プ
「
の
と
空
中
散

歩
」
が
出
迎
え
て
く
れ
る
。能
登
半
島

の
観
光
名
所
や
史
跡
、景
勝
地
な
ど
を

イ
ラ
ス
ト
タ
ッ
チ
で
紹
介
し
、来
館
者

が
さ
ら
に
能
登
各
地
に
足
を
伸
ば
す

き
っ
か
け
を
促
す
。

圧
巻
な
の
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に

向
か
う
通
路
の
両
側
に
設
置
さ
れ
た

高
さ
４
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
展
示
棚

「
百
景
棚
」で
あ
る
。片
側
に
能
登
半
島

に
所
在
す
る
各
市
町
の
特
産
品
や
代

表
的
景
観
な
ど
を
展
示
し
、も
う
片
側

に
は
、日
本
遺
産
の
キ
リ
コ
祭
り
や
ユ

ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
さ
れ
た

青
柏
祭
の
デ
カ
山
行
事
な
ど
、日
本
を

代
表
す
る
能
登
の
祭
り
文
化
を
展
示

紹
介
し
、「
祭
り
王
国
能
登
」
を
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
で
紹
介
し
て
い
る
。

を
一
体
化
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
運

営
は
七
尾
市
だ
が
、
施
設
整
備
は
石
川

県
と
七
尾
市
が
共
同
し
て
行
っ
た
。

木
造
棟
は
、
公
園
管
理
や
能
登
の
情

報
発
信
、
飲
食
な
ど
の
役
割
を
持
つ
棟

で
、
自
由
に
出
入
り
で
き
る
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
と
学
習
室
兼
休
憩

室
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。
芝
生
広
場
を

望
む
大
型
の
ガ
ラ
ス
ド
ア
が
開
放
的
で
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
ス
ペ
ー
ス
で
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
や
講
演
会
な
ど
も
開
催
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。ま
た
、カ
フ
ェ

コ
ー
ナ
ー
で
は
、
地
元
の
食
材
を
使
っ

た
軽
食
や
地
元
グ
ッ
ズ
な
ど
が
人
気
を

集
め
て
い
る
。

Ｒ
Ｃ
棟
は
、
博
物
館
機
能
を
持
つ
棟

で
、常
設
展
示
室
と
企
画
展
示
室
、シ
ア

タ
ー
、資
料
整
理
室
、収
蔵
庫
、学
芸
室

な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
屋
外
の
展

望
場
か
ら
は
、
隣
接
す
る
能
登
国
分
寺

跡
が
一
望
で
き
、
北
側
に
七
尾
市
街
地

や
能
登
島
、東
側
に
七
尾
城
跡
、北
西
側

に
国
分
尼
塚
古
墳
群
な
ど
が
遠
望
で
き

る
。

タ
ー
ル
）を
含
め
て
１８
・
７
ヘ
ク
タ
ー

ル
と
な
る
。公
園
の
緑
地
帯
の
一
部
は

す
で
に
供
用
し
て
お
り
、地
元
の
イ
ベ

ン
ト
や
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
開
催
場
所

と
し
て
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。

能
登
歴
史
公
園
は
、能
登
半
島
の
基

部
を
横
断
す
る
邑
知
地
溝
帯
の
七
尾

市
国
分
町
地
内
に
整
備
さ
れ
て
お
り
、

周
辺
地
域
に
は
能
登
国
分
寺
跡
や
七

尾
城
跡
、須
曽
蝦
夷
穴
古
墳
、国
分
尼

塚
古
墳
群
、院
内
勅
使
塚
古
墳
な
ど
の

主
要
な
遺
跡
が
所
在
す
る
。ま
た
、
隣

接
す
る
中
能
登
町
の
雨
の
宮
古
墳
群

や
小
田
中
親
王
塚
、川
田
古
墳
群
、さ

ら
に
は
信
仰
の
山
石
動
山
な
ど
、能
登

を
代
表
す
る
史
跡
が
密
集
す
る
地
域

で
あ
る
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
木
造
棟
（
管

理
・
交
流
施
設
）
と
Ｒ
Ｃ
棟
（
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
施
設
）
の
二
つ
の
施
設
機
能

平
成
３０
年
（
２
０
１
８
年
）は
、養
老

２
年
（
７
１
８
年
）
に
能
登
国
が
越
前

国
か
ら
分
離
立
国
し
て
１
３
０
０
年
の

節
目
に
あ
た
る
。
能
登
で
は
こ
の
立
国

１
３
０
０
年
を
記
念
し
、官
民
を
問
わ

ず
機
運
を
盛
り
上
げ
る
様
々
な
事
業
が

各
地
で
行
わ
れ
た
。

こ
の
節
目
の
年
、
世
界
農
業
遺
産
に

認
定
さ
れ
た
「
能
登
の
里
山
里
海
」
を

コ
ン
セ
プ
ト
と
し
た
「
の
と
里
山
里
海

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」（
以
下
、ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
と
略
す
。）
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、自
然
・
歴
史
・
民
俗

な
ど
、
多
彩
な
分
野
の
資
料
を
展
示
す

る
県
内
で
も
類
を
見
な
い
施
設
で
あ
る
。

見
て
、ふ
れ
て
、楽
し
ん
で
学
べ
る
「
体

感
型
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
し
て
市
民
の

注
目
を
集
め
て
い
る
。ま
た
、地
元
の
伝

統
文
化
な
ど
を
次
世
代
へ
継
承
・
育
成

す
る
世
代
間
を
超
え
た
交
流
施
設
と
し

て
も
活
用
さ
れ
る
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、能
登
国
分
寺
跡

に
隣
接
す
る
県
営
能
登
歴
史
公
園

（
国
分
寺
地
区
）
の
ほ
ぼ
中
央
に
建
つ
。

能
登
歴
史
公
園
は
、石
川
県
が
平
成
２

年
（
１
９
９
０
年
）に
ま
と
め
た
「
能

登
風
土
記
の
郷
整
備
計
画
案
」
に
基

づ
い
て
整
備
さ
れ
た
都
市
公
園
で
、平

成
１５
年
（
２
０
０
３
年
）に
開
設
し
た

石
動
山
地
区
と
合
わ
せ
た
広
域
公
園

で
あ
る
。全
体
面
積
は
６
０
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
、国
分
寺
地
区
は
七
尾
市
が
管
理

す
る
能
登
国
分
寺
公
園
（
５
・
５
ヘ
ク

能
登
立
国
１
３
０
０
年

の
節
目

行政の
ささやき
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ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
立
地

環
境

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
百
景
棚

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
概
要

のと里山里海ミュージアム
館長

和田 学
わだ　     まなぶ



常
設
展
示
室

「のと里山里海ミュージアム」

■住所   七尾市国分町イ部1番地

■電話   ０７６７‐５７‐５１００

■休館日  毎週火曜日・年末年始

■開館時間　9：00～17：00

■入館料  無料

■HP　https://noto-museum.jp

1819

展
示
室
は
、
里
海
と
里
山
、
七
尾
の

大
地
、歴
史
、民
俗
、シ
ア
タ
ー
の
ゾ
ー

ン
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。各
ゾ
ー
ン
を

代
表
す
る
展
示
物
が
自
然
、
歴
史
、
文

化
の
視
点
か
ら
学
べ
る
多
面
展
示
は
、

日
頃
何
気
な
く
食
べ
て
い
る
食
材
な

ど
の
知
ら
れ
ざ
る
側
面
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

展
示
さ
れ
る
多
く
の
自
然
系
資
料

は
、七
尾
市
少
年
科
学
館
と
野
尻
湖
友

の
会
の
収
集
資
料
が
ベ
ー
ス
と
な
っ

て
お
り
、学
術
的
に
も
貴
重
な
資
料
が

展
示
さ
れ
て
お
り
、新
た
な
七
尾
の
発

見
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。里

海
ゾ
ー
ン
で
は
、七
尾
湾
の
内
と

外
の
異
な
っ
た
環
境
に
生
息
す
る
魚

介
類
と
そ
の
漁
法
、養
殖
や
栽
培
な
ど

に
つ
い
て
学
べ
る
展
示
と
な
っ
て
い

る
。七
尾
湾
の
内
と
外
に
生
息
す
る
ア

マ
モ
と
ガ
ラ
モ
の
生
息
環
境
を
と
お

し
て
、豊
か
な
七
尾
の
海
を
紹
介
す
る
。

ま
た
、実
物
の
伝
馬
船
や
実
際
に
使
用

さ
れ
て
い
た
漁
具
、
仕
事
着
、
大
漁
旗

な
ど
か
ら
は
、里
海
の
暮
ら
し
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

里
山
の
ゾ
ー
ン
で
は
、植
物
学
者
小

牧
旌（
こ
ま
き
せ
い
）
の
コ
ー
ナ
ー
を

設
け
、
小
牧
氏
が
採
集
し

た
能
登
の
植
物
を
検
索
学

習
で
き
る
。ま
た
、小
牧
氏

が
長
年
研
究
用
に
描
き
貯

め
た
植
物
ス
ケ
ッ
チ
は
、

植
物
図
鑑
と
し
て
も
活
用

で
き
、
緻
密
な
研
究
の
足

跡
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

町
と
里
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

筵（
む
し
ろ
）文
化
を
自
然

と
歴
史
の
側
面
か
ら
と
ら

え
、農
村
部
で
の
稲
作
か
ら

筵
の
生
産
、さ
ら
に
は
七
尾

港
か
ら
北
海
道
へ
の
出
荷

な
ど
、筵
を
と
お
し
て
農
村

と
町
の
つ
な
が
り
を
紹
介

す
る
。

森
と
潟
の
コ
ー
ナ
ー
で

は
、
七
尾
市
中
島
町
塩
津

の
唐
島
と
三
引
町
の
赤
蔵

山
、
赤
浦
町
の
赤
浦
潟
を

紹
介
し
、
連
綿
と
受
け
継

が
れ
て
き
た
自
然
環
境
と

そ
こ
で
営
ま
れ
て
き
た
歴

史
環
境
を
紹
介
す
る
。

ま
た
、
能
登
に
生
息
す

る
昆
虫
の
標
本
を
収
納
箱

の
ま
ま
展
示
す
る
ト
ン
ネ

ル
状
の
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
標
本

資
料
を
展
示
す
る
工
夫
が

行政の
ささやき
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な
さ
れ
て
い
る
。

七
尾
の
大
地
で
は
、市
内
の
地
層
と

そ
こ
で
採
集
さ
れ
た
化
石
類
を
展
示

し
、地
質
的
観
点
か
ら
七
尾
を
紹
介
す

る
。特
に
国
内
で
も
珍
し
い
デ
ス
モ
ス

チ
ル
ス
と
パ
レ
オ
パ
ラ
ド
キ
シ
ア
の

臼
歯
や
巨
大
サ
メ
の
歯
な
ど
は
必
見

で
あ
る
。七
尾
市
小
島
町
の
岩
屋
化
石

層
や
津
向
町
の
大
杉
崎
砂
岩
層
、崎
山

地
区
か
ら
採
取
さ
れ
た
多
数
の
サ
メ

の
歯
や
貝
化
石
類
、岩
石
な
ど
の
展
示

か
ら
、数
万
年
前
の
七
尾
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。

歴
史
コ
ー
ナ
ー
は
、縄
文
期
か
ら
近

代
ま
で
を
海
を
テ
ー
マ
と
し
て
紹
介

す
る
。縄
文
時
代
の
海
岸
線
と
現
在
の

海
岸
線
の
比
較
と
三
引
遺
跡
出
土
の

櫂
や
貝
塚
を
紹
介
し
、現
在
奥
ま
っ
た

場
所
が
当
時
は
入
り
江
で
豊
か
な
生

活
が
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
学
べ
る
。

ま
た
、こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
国
分
尼
塚
古
墳
か
ら
出
土
し
た

鏡
や
鉄
製
品
、須
曽
蝦
夷
穴
古
墳
出
土

の
太
刀
の
復
元
模
型
な
ど
が
展
示
さ

れ
て
い
る
。

七
尾
城
を
学
ぶ
コ
ー
ナ
ー
で
は
、近

年
の
航
空
レ
ー
ダ
測
量
の
デ
ー
タ
を

基
に
詳
細
な
地
形
を
復
元
し
た
ジ
オ

ラ
マ
が
目
を
引
く
。
正
面
と
横
に
は

A
R
で
簡
単
な
歴
史
な
ど
が
紹
介
さ

れ
、七
尾
城
の
歴
史
が
分
か
り
や
す
く

学
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

壁
面
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、室
町

時
代
の
守
護
吉
見
氏
や
戦
国
時
代
の

織
田
信
長
の
書
状
（
複
製
）
な
ど
、
こ

れ
ま
で
あ
ま
り
目
に
で
き
な
い
古
文

書
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

祭
り
コ
ー
ナ
ー
で
は
、七
尾
の
年
間

を
と
お
し
て
行
わ
れ
る
祭
礼
や
お
講

な
ど
を
紹
介
す
る
。
ま
た
、
法
被
を
着

て
獅
子
頭
を
持
っ
て
獅
子
舞
の
雰
囲

気
も
楽
し
め
る

体
験
コ
ー
ナ
ー

も
設
け
ら
れ
て

い
る
。

シ
ア
タ
ー
は
、

壁
面
と
床
面
の
二

画
面
に
映
像
が
映

し
出
さ
れ
、
迫
力

あ
る
祭
り
や
魅
力

あ
る
七
尾
の
景
観

な
ど
を
体
感
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

子
供
か
ら
大
人

ま
で
が
楽
し
く
学

ん
で
、交
流
で
き
る

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と

な
っ
て
い
る
の
で
、

ぜ
ひ
お
友
達
や
家
族

連
れ
で
訪
れ
て
み
て

く
だ
さ
い
。

ミュージアム外観

里海コーナー

シアターの一場面

七尾城コーナー



奥能登を代表する祭礼の１つ、能登町宇出津の「あばれ祭」（７月第１金・土）

日本遺産に認定された「能登のキリコ祭り」を体験する大阪府の修学旅行生

持木町長から山下久弥運営委員長に支援品が手渡された

公営塾「まちなか鳳雛塾 」で受験勉強に励む中高校生

多くのお客で賑わう小木港イカす会イベント会場（石川県漁協小木支所）

2021

続
い
て
い
ま
す
。

苦
境
に
立
つ
イ
カ
釣
り
船
団
を
応

援
す
る
た
め
、「
小
木
港
イ
カ
釣
り
船

団
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」に
よ
る
支
援

品
の
贈
呈
式
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
町
が
ふ
る

で
能
登
町
フ
ァ
ン
の
拡
大
を
図
っ
て

い
ま
す
。前
出
の
「
春
蘭
の
里
」
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、イ
カ
の
水
揚
げ
全
国

第
３
位
を
誇
る
小
木
地
区
で
は
「
能

登
小
木
港
イ
カ
す
会
」と
い
う
イ
ベ
ン

ト
を
イ
カ
釣
り
船
団
が
出
航
す
る
前

の
５
月
下
旬
に
毎
年
開
催
し
て
い
て
、

イ
カ
を
使
っ
た
グ
ル
メ
テ
ン
ト
や
大

人
も
楽
し
い
イ
カ
に
ち
な
ん
だ
体
験

ゲ
ー
ム
、イ
カ
釣
り
船
見
学
に
港
内
遊

覧
、
炭
火
焼
き
コ
ー
ナ
ー
な
ど
、
楽
し

く
て
美
味
し
い
イ
カ
づ
く
し
の
一
日

を
県
内
外
か
ら
多
く
の
お
客
様
に
お

越
し
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。（
平
成
30

年
は
９
，９
０
０
人
来
場
）

ま
た
、「
能
登
町
ま
ち
づ
く
り
合
宿

等
助
成
金
」の
活
用
に
よ

り
、
修
学
旅
行
だ
け
で
な

く
、
テ
ニ
ス
等
の
全
国
規

模
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、
ゼ

ミ
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
合

宿
の
誘
致
に
も
力
を
入

れ
て
い
て
、
平
成
29
年
は

全
日
本
学
生
ソ
フ
ト
テ

ニ
ス
大
会
（
大
学
生
の
全

国
大
会
）を
誘
致
開
催
し
、

全
国
か
ら
多
く
の
学
生

の
皆
さ
ん
に
訪
れ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

今
後
も
多
く
の
方
に

能
登
町
を
訪
れ
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、
ニ
ー
ズ
を

把
握
し
誘
客
活
動
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

平
成
31
年
度
か
ら
は
、北
陸
新
幹
線

の
連
合
体
輸
送
が
正
式
決
定
し
た
た

め
、今
ま
で
以
上
に
修
学
旅
行
で
石
川

県
を
訪
れ
る
関
東
方
面
の
学
生
が
増

加
し
ま
す
。東
京
都
が
実
施
方
針
を
掲

げ
て
い
る
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
教
育
」の
「
お
も
て
な
し
の

精
神
」を
学
ぶ
場
と
し
て
石
川
県
を
高

く
評
価
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
も
追

い
風
に
、今
後
更
な
る
誘
致
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

中
型
イ
カ
釣
り
船
の
主
要
な
漁
場

と
な
っ
て
い
る
、能
登
半
島
の
沖
合
約

3
0
0
キ
ロ
の
大
和
堆
で
近
年
外
国

籍
の
違
法
操
業
が
活
発
化
し
て
い
て
、

操
業
が
妨
害
さ
れ
漁
獲
量
の
減
少
が

で
は
な
く
、地
域
の
存
続
に
も
か
か
る

一
大
事
だ
と
認
識
し
て
い
る
の
で
、今

後
も
町
の
発
展
に
寄
与
す
る
よ
う
な

取
り
組
み
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

能
登
町
の
豊
か
な
自
然
、
伝
統
・
文

化
、食
な
ど
魅
力
的
な
地
域
資
源
を
地

域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
、
他
に
は
な
い

「
能
登
町
オ
リ
ジ
ナ
ル
」を
確
立
し
、そ

の
本
物
を
体
験
し
て
い
た
だ
く
こ
と

の
開
校
に
あ
わ
せ
て
「
能
登
高
校
を

応
援
す
る
会
」
が
発
足
さ
れ
ま
し
た
。

能
登
高
校
の
存
続
と
末
永
い
発
展
を

目
指
す
こ
の
会
は
、
高
校
や
町
、
地
元

の
様
々
な
団
体
で
構
成
さ
れ
、制
服
補

助
や
通
学
支
援
な
ど
生
徒
や
保
護
者

へ
の
様
々
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
取
り
組
み
に
加
え
、平
成
28
年

に
は
町
が
直
接
、地
元
高
校
に
対
し
て

力
に
な
り
た
い
と
考
え
、能
登
高
校
魅

力
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、取

り
組
み
の
柱
と
し
て
公
営
塾
「
ま
ち

な
か
鳳
雛
塾
」
を
設
置
し
ま
し
た
。受

験
勉
強
だ
け
で
な
く
、地
域
の
事
を
知

る
講
座
を
設
け
、将
来
の
町
を
担
う
人

材
育
成
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。地
域

の
人
材
を
地
域
で
育
て
る
こ
と
を
考

え
、地
域
に
愛
着
を
持
っ
て
も
ら
う
取

り
組
み
を
継
続
す
る
こ
と
で
、町
の
未

来
を
託
せ
る
人
材
が
育
つ
と
考
え
て

い
ま
す
。

高
校
の
存
続
は
高
校
だ
け
の
問
題

海
、山
、祭
、

い
い
と
こ
い
っ
ぱ
い
能
登
町
。

 「わがまち」はココ！

能登町

Notocho

Notocho

Waga Machi
series

一
方
、化
学
調
味
料
は
一
切
使
い
ま
せ

ん
。輪
島
塗
の
膳
や
器
に
盛
り
つ
け
る

こ
と
で
、見
た
目
の
美
し
さ
に
も
こ
だ

わ
っ
て
い
ま
す
。こ
の
も
て
な
し
が
評

判
を
呼
び
、イ
ン
バ
ウ
ン
ド
も
加
わ
っ

て
訪
問
者
は
年
間
１
万
人
を
超
え
る

ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

１
次
産
業
が
基
幹
産
業
で
す
。
農
業

で
は
稲
作
を
は
じ
め
と
し
て
ブ
ル
ー

ベ
リ
ー
や
能
登
牛
、
漁
業
で
は
イ
カ

釣
漁
業
と
定
置
網
漁
業
が
全
国
的
に

も
有
名
で
、
定
置
網
で
獲
れ
た
ブ
リ

は
「
宇
出
津
港
の
と
寒
ぶ
り
」
と
し

て
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

1
3
0
0
年
以
上
続
く
農
村
文
化
や

あ
え
の
こ
と
、
キ
リ
コ
祭
り
な
ど
、
伝

統
的
な
文
化
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口

問
題
研
究
所
の
推
計
が
発
表
さ
れ
、

2
0
4
0
年
に
は
人
口
が
１
万
人
を

下
回
り
、さ
ら
に
20
年
後
の
２
０
６
０

年
に
は
約
４
，6
0
0
人
に
ま
で
減
少

す
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、平
成
27
年
に

「
能
登
町
創
生
総
合
戦
略
」
を
策
定
し
、

人
口
減
少
・
少
子
化
・
高
齢
化
に
対
応
し

た
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
将
来
に

わ
た
っ
て
一
定
規
模
の
人
口
を
維
持
し
、

地
域
力
の
更
な
る
向
上
を
図
り
、
未
来

の
能
登
町
を
担
う
次
世
代
の
希
望
が
叶

う
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

さ
と
納
税
を
活
用
し
て
全
国
か
ら
寄

附
金
を
募
り
、イ
カ
釣
り
船
団
を
応
援

す
る
支
援
品
を
贈
る
取
り
組
み
で
す
。

平
成
30
年
２
月
か
ら
同
年
４
月
末
ま

で
の
募
集
期
間
に
目
標
額
5
0
0
万

円
を
上
回
る
計
5
0
4
万
5
0
0
0

円
が
集
ま
り
、返
礼
品
用
の
金
額
な
ど

を
差
し
引
い
た
3
3
8
万
7
0
0
0

円
を
使
っ
て
支
援
し
ま
し
た
。

平
成
30
年
５
月
16
日
に
、乗
組
員
の

食
料
と
な
る
町
の
ブ
ラ
ン
ド
米
「
能

登
姫
」
を
含
む
お
米
1
2
0
0
キ
ロ

と
船
上
で
の
ス
ル
メ
イ
カ
の
梱
包
箱

７
５
０
０
箱
、１
５
０
万
円
分
を
贈
り

ま
し
た
。贈
呈
式
で
は
持
木
町
長
が
多

額
の
寄
附
に
感
謝
し
た
上
で
「
こ
れ

か
ら
も
町
は
イ
カ
釣
り
船
団
を
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
守
り
た
い
」
と
述
べ
、

山
下
運
営
委
員
長
が
「
全
国
の
皆
様

の
応
援
が
励
み
に
な
る
。昨
年
以
上
の

漁
を
目
指
し
て
船
団
一
同
頑
張
り
ま

す
」と
意
気
込
み
を
語
り
ま
し
た
。

現
在
の
能
登
町
の
人
口
は
約
１
万
８
千

人
で
す
が
、全
国
の
市
町
村
と
同
様
に

顕
著
な
人
口
減
少
が
続
く
中
、児
童
生

徒
数
も
減
少
を
続
け
、町
内
に
あ
っ
た

３
高
校
１
分
校
は
統
廃
合
を
繰
り
返

し
、平
成
21
年
に
現
在
の
石
川
県
立
能

登
高
等
学
校
１
校
に
な
り
ま
し
た
。

町
内
で
唯
一
と
な
っ
た
能
登
高
校

金
沢
市
か
ら
北
に
約
90
キ
ロ
。車
で

２
時
間
の
能
登
町
を
中
心
と
し
た
山

間
部
に
点
在
す
る
農
家
民
宿
群
「
春

蘭
の
里
」を
訪
れ
る
修
学
旅
行
生
が
増

え
て
い
ま
す
。春
蘭
と
は
こ
の
地
に
自

生
す
る
春
の
花
の
名
前
で
す
。黒
瓦
を

基
調
と
し
た
大
き
な
木
造
２
階
建
て

の
家
屋
に
は
、ど
の
家
に
も
昔
な
が
ら

の
囲
炉
裏
が
残
っ
て
い
ま
す
。周
囲
に

は
田
畑
が
広
が
り
、近
く
に
コ
ン
ビ
ニ

や
大
型
ス
ー
パ
ー
は
な
く
、ホ
タ
ル
や

カ
ブ
ト
ム
シ
な
ど
四
季
の
生
物
が
観

察
で
き
ま
す
。体
験
メ
ニ
ュ
ー
も
豊
富

で
、
田
植
え
や
釣
り
、
山
菜
採
り
な
ど

の
田
舎
体
験
に
加
え
、日
本
遺
産
に
も

認
定
さ
れ
て
い
る
「
能
登
の
キ
リ
コ

祭
り
」の
疑
似
体
験
が
人
気
を
呼
ん
で

い
て
、契
約
を
延
長
す
る
学
校
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。食
事
は
地
元
で
取
れ

た
野
菜
や
米
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
る

能
登
半
島
を
左
手
に
例
え
れ
ば
、親

指
の
腹
（
爪
側
の
反
対
）の
位
置
に
あ

る
の
が
能
登
町
で
す
。

人
口
は
約
１
万
８
千
人
の
小
さ
な

町
で
、豊
か
な
自
然
を
背
景
と
し
た
第

能
登
町
と
は

能
登
高
校
魅
力
化

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

農
家
民
宿
で
月
収
４０
万
円
。

集
落
に
人
を
呼
び
戻
そ
う

小
木
港
イ
カ
釣
り
船
団
応
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
全
国
か
ら
の
力
強
い
応
援
、

支
援
品
を
贈
呈
）

能
登
町
フ
ァ
ン（
交
流
人
口
）

の
拡
大
で
町
お
こ
し

蓑島 真吾

能登町ふるさと振興課
係長
みのしま　   しんご

 「わ が ま ち 」シ リ ー ズ  



2223

こ
の
よ
う
な
金
沢
の
建
築
文
化
の
魅

力
を
発
信
す
る
拠
点
施
設
と
し
て
、
金

沢
市
名
誉
市
民
第
１
号
の
金
沢
出
身
の

建
築
家
・谷
口
吉
郎
氏
の
生
家
跡
に
、

「
谷
口
吉
郎
・
吉
生
記
念
金
沢
建
築
館
」

を
２
０
１
９
年
夏
の
開
館
に
向
け
、現

在
建
設
中
で
す
。
吉
郎
氏
の
ご
子
息
で

あ
る
谷
口
吉
生
氏
が
設
計
し
た
建
物
に

は
、
吉
郎
・吉
生
氏
の
建
築
資
料
を
保

存
・
展
示
す
る
ほ
か
、吉
郎
氏
が
設
計
し

た
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
和
風
別
館
「
游
心

亭
」
の
主
和
室
と
茶
室
を
再
現
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
ま
す
。施
設
は
、寺
町
台

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
入

口
に
位
置
し
、
寺
町
台
の
斜
面
緑
地
の

高
台
か
ら
の
眺
望
を
楽
し
め
る
立
地
に

あ
り
ま
す
。
自
由
に
通
り
抜
け
ら
れ
る

通
路
を
敷
地
内
に
設
け
、
寺
町
と
犀
川

の
川
岸
を
結
ぶ
歩
行
者
の
流
れ
を
生
み

出
す
ね
ら
い
も
あ
り
ま
す
。
施
設
周
辺

に
は
寺
町
寺
院
群
や
に
し
茶
屋
街
が
あ

り
、回
遊
し
て
頂
く
こ
と
で
、金
沢
の
建

築
文
化
の
魅
力
と
と
も
に
、
金
沢
ら
し

い
歴
史
的
ま
ち
な
み
や
自
然
景
観
を
併

せ
て
楽
し
ん
で
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。

藩
政
期
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
、

様
々
な
時
代
の
建
築
物
は
、
金
沢
市
の

貴
重
な
財
産
で
す
。今
日
、金
沢
の
ま
ち

な
か
に
、
歴
史
的
な
ま
ち
な
み
が
残
さ

れ
て
い
る
の
は
、全
国
に
先
駆
け
て
昭
和

４３
年
に
伝
統
環
境
保
存
条
例
を
制
定
し
、

保
存
と
開
発
の
調
和
を
コ
ン
セ
プ
ト
に

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
き
た
、
先
人
の

努
力
の
お
陰
と
思
っ
て
い
ま
す
。寺
町
台

と
い
う
歴
史
的
地
区
に
新
た
に
で
き
る

施
設
は
、
伝
統
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
現

代
建
築
と
な
り
、
美
し
い
建
築
が
美
し

い
ま
ち
を
つ
く
る
こ
と
を
改
め
て
実
感

で
き
る
施
設
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

夏
の
開
館
を
、楽
し
み
に
お
待
ち
く

だ
さ
い
。

にし茶屋街

寺町寺院群

平
成
３０
年
度
に
は
、
建
築
の
専
門
家

が
ガ
イ
ド
す
る
建
築
ま
ち
あ
る
き
ツ

ア
ー
を
開
催
し
ま
し
た
。私
も
、ツ
ア
ー

に
参
加
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
何
気

な
く
見
て
い
た
建
築
物
の
設
計
や
保
存

に
、
様
々
な
創
意
工
夫
や
苦
労
が
あ
る

こ
と
な
ど
、
専
門
家
な
ら
で
は
の
視
点

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
築
物
の
見
ど
こ

ろ
を
教
え
て
頂
き
、
金
沢
の
魅
力
を
再

発
見
す
る
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。今
後
も
、こ
の
よ
う
な

ツ
ア
ー
を
開
催
し
て
、「
建
築
の
ま
ち
・

金
沢
」
の
魅
力
を
、
よ
り
多
く
の
方
に

知
っ
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

〜
金
沢
の
建
築
文
化
の

　
　
　
　

 

魅
力
を
発
信
〜

 「わがまち」はココ！

金沢市

 Kanazawa
city

Kanazawa 
city

Waga Machi
series

幸
い
に
も
、大
き
な
自
然
災
害
や
戦

災
に
あ
わ
な
か
っ
た
た
め
、市
内
中
心

部
に
は
、藩
政
期
の
前
田
家
ゆ
か
り
の

寺
院
な
ど
の
建
築
物
や
武
家
屋
敷
、そ

し
て
明
治
時
代
の
レ
ン
ガ
建
築
や
洋

館
、大
正
や
昭
和
の
近
代
建

築
か
ら
最
新
の
現
代
建
築

ま
で
、各
時
代
の
様
々
な
名

建
築
が
混
在
し
残
っ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
、
金
沢
の

特
徴
を
生
か
し
て
、金
沢
の

ま
ち
な
か
の
あ
ち
こ
ち
に

残
る
、様
々
な
時
代
の
美
し

い
建
築
物
を
め
ぐ
る
ツ

ア
ー
を
「
金
沢
ア
ー
キ
テ

ク
チ
ャ
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」

と
名
付
け
、そ
の
魅
力
を
国

内
外
に
発
信
し
て
い
ま
す
。

金
沢
工
業
大
学
の
水
野

一
郎
教
授
に
ご
協
力
頂
き
、

各
時
代
の
名
建
築
を
徒
歩
や
自
転
車

で
巡
る
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
設
定
し
、日

本
語
と
英
語
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ス

マ
ホ
サ
イ
ト
を
制
作
し
た
と
こ
ろ
、国

内
外
か
ら
の
観
光
客
の
皆
さ
ん
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、市
民
の
皆
さ
ん
に
も

好
評
を
頂
い
て
い
ま
す
。

金
沢
市
は
、石
川
県
の
ほ
ぼ
中
央
に

位
置
し
、東
は
富
山
県
境
か
ら
西
は
日

本
海
ま
で
、南
は
白
山
山
麓
か
ら
北
の

河
北
潟
ま
で
の
範
囲
に
あ
っ
て
、市
域

の
南
部
を
白
山
山
系
か
ら
連
な
る
山

地
が
占
め
、北
部
は
金
沢
平
野
を
経
て
、

日
本
海
に
臨
ん
で
い
ま
す
。
山
と
海
、

水
と
緑
な
ど
、自
然
環
境
に
恵
ま
れ
て

い
ま
す
。

市
街
地
は
、寺
町
台
、小
立
野
台
、卯

辰
山
の
三
つ
の
台
地
の
間
を
犀
川
、浅

野
川
の
二
本
の
川
が
流
れ
て
お
り
、起

伏
に
富
ん
だ
地
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
二
本
の
川
に
挟
ま
れ
た
小
立
野

台
地
の
先
端
に
金
沢
城
が
築
か
れ
、城

を
中
心
に
城
下
町
と
し
て
発
展
し
ま

し
た
。
市
内
中
心
部
に
は
、
藩
政
期
の

町
割
り
や
用
水
網
が
残
っ
て
お
り
、城

下
町
の
風
情
を
今
な
お
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

は
じ
め
に

保
存
と
開
発
の
調
和
を
め
ざ
す

新
た
な
金
沢
の
建
築
文
化

の
発
信
拠
点
と
し
て

小川 晶子

金沢市経済局営業戦略部
観光政策課  課長補佐

おがわ　     まさこ

 「わ が ま ち 」シ リ ー ズ  

建築まちあるきツアーの様子。専門家の解説を聞きながら、金沢駅
鼓門や尾山神社など様々な時代の建築物をめぐりました。

金沢２１世紀美術館や鈴木
大拙館のような、個性的な
現代建築も金沢の新しい魅
力となっています。

「游心亭」広間の復元イメージ

「谷口吉郎・吉生記念金沢建築館」パース

建
築
で
め
ぐ
る
金
沢

２０１９年夏
開館に向け建設中

谷口吉郎・吉生記念
金沢建築館
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当
社
は
、7
0
0
年
の
歴
史

を
誇
る
曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺
、

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
と
蕎
麦
が
有
名

な
山
と
海
に
固
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
門

前
町
に
あ
り
ま
す
。平
成
18
年
2
月
に

輪
島
市
と
合
併
を
し
、約
50
年
続
い
た

門
前
町
か
ら
輪
島
市
門
前
町
に
変
わ
り

ま
し
た
。

当
社
の
創
業
は
大
正
9
年
先
代
の
大

工
で
あ
っ
た
宮
下
正
雄
が
《
宮
下
組
》

 N
O

BUHIRO  KOITO

能
登
鉱
山

能登建設株式会社

代表取締役

矢野  好二
や の 　         こうじ

       
       

 K

OUJI   YANO

T W E E T S by

を
創
業
し
ま
し
た
。社
章
の
い
わ
れ
は
、

《
宮
下
組
》の
〔
み
ん
な
の
和
〕を
大
切

に
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
味
合
い
で
作

ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

宮
下
組
と
し
て
事
業
を
展
開
し
て
い

た
昭
和
34
年
8
月
26
日
早
朝
、奥
能
登

を
中
心
に
集
中
豪
雨
に
よ
る
大
水
害
に

見
舞
わ
れ
ま
し
た
。死
者
33
名
を
出
し
、

国
の
激
甚
災
害
に
認
定
さ
れ
る
ほ
ど

の
災
害
で
あ
り
、
門
前
町
内
の
橋
は
、

す
べ
て
と
言
っ

て
よ
い
ほ
ど
流

失
し
て
し
ま
っ

た
そ
う
で
す
。

災
害
後
に
始

ま
っ
た
復
旧
工

事
で
、
当
時
は

ま
だ
人
力
施
工

の
時
代
で
あ
っ

た
が
、
当
社
宮

下
組
に
は
こ
の

地
域
で
は
初
め

て
だ
と
思
わ
れ

る
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
を
保
有
し

て
お
り
、災
害
工
事
で
大
き
な
力
を
発

揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
災
害
復
旧
工
事
を
き
っ
か
け
に
、

事
業
拡
大
し
、昭
和
36
年
11
年
資
本
金

8
0
0
万
円
に
て
『
宮
下
建
設
株
式
会

社
』
を
設
立
し
、建
設
業
、製
材
業
、運

送
業
、生
コ
ン
製
造
業
な
ど
を
手
懸
け

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。昭

和
46
年
長
男
正
一
が
県
会

議
員
に
初
当
選
し
、代
表
取

締
役
も
先
代
か
ら
2
代
目

の
次
男
の
正
二
に
継
が
れ

ま
し
た
。昭
和
53
年
9
月
資

本
金
2
，0
0
0
万
円
に
増

資
し
、総
合
建
設
業
と
し
て
、

業
種
も
土
木
、建
築
、地
質

業
、港
湾
工
事
な
ど
拡
大
し

て
い
き
ま
し
た
。
平
成
13
年

10
月
I
S
O
9
0
0
1
の

認
証
を
取
得
し
、
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。
平
成
15
年

7
月
3
代
目
社
長
と
し
て
、

先
代
か
ら
受
け
継
い
だ
経
営

方
針
7
ヶ
条
の
中
の
、
特
に

『
健
全
性
の
保
持
』と
『
地
域

社
会
の
繁
栄
に
奉
仕
』を
モ
ッ
ト
ー
に
更

な
る
事
業
展
開
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

今
日
、公
共
事
業
の
削
減
に
よ
り
発

注
件
数
が
減
少
し
て
い
る
が
、こ
れ
か

ら
も
地
域
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、更

な
る
地
域
繁
栄
に
貢
献
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

P o s t P o s t

N a m e N a m e

宮下建設株式会社

代表取締役

越渡  伸廣
こいと 　      の ぶ ひろ

C o m p a ny C o m p a ny

当
社
の
歩
み
は
、門
前
と
と
も
に
。

［ 社 長 の つ ぶ や き］
BOSS

［ 社 長 の つ ぶ や き］
BOSS

T W E E T S by

曹洞宗大本山総持寺

事業拡大のターニングポイントは
昭和 34 年の集中豪雨による大水害

増刷した鉱山誌

石
川
県
に
は
、か
つ
て
小
松

市
に
尾
小
屋
鉱
山
、遊
泉
寺
鉱

山
、
白
山
市
に
阿
手
鉱
山
、
金

沢
市
に
倉
谷
鉱
山
、他
、九
谷
鉱
山
、富

来
鉱
山
、瀬
嵐
鉱
山
、能
登
鉱
山
な
ど
、

加
賀
か
ら
能
登
ま
で
、ほ
ぼ
全
域
に
渡

り
、金
・
銀
・
銅
・
亜
鉛
・
鉛
・
硫
化
鉄
・
陶

石
等
、多
種
多
様
な
地
域
資
源
に
恵
ま

れ
た
鉱
山
が
あ
り
ま
し
た
。

古
く
は
藩
政
時
代
よ
り
、加
賀
藩
の

財
政
や
地
域
住
民
の
生
活
を
支
え
、明

治
大
正
昭
和
へ
と
、地
域
経
済
の
発
展

や
近
代
化
に
大
き
く
貢
献
し
、長
く
隆

盛
を
極
め
乍
も
、時
代
の
変
遷
と
供
に

閉
山
廃
鉱
已
む
無
き
と
な
り
、現
在
、小

松
市
の
尾
小
屋
鉱
山
資
料
館
や
遊
泉

寺
銅
山
跡
の
よ
う
に
、跡
地
に
於
い
て

歴
史
を
顧
み
る
事
が
で
き
る
施
設
も
あ

り
ま
す
が
、ほ
と
ん
ど
の
遺
構
は
埋
没

し
、近
年
、観
光
資
源
と
し
て
整
備
し
よ

う
と
す
る
動
き
が
各
地
で
相
次
い
で
い

る
も
の
の
、多
く
の
閉
山
跡
地
は
、眠
っ

た
山
の
ま
ま
、残
存
物
も
年
々
散
消
の

一
途
を
辿
っ
て
い
ま
す
。　
　

珠
洲
市
若
山
町
中
田
に
於
い
て
、大

正
４
年
に
良
質
の
石
膏
脈
が
発
見
さ
れ

た
能
登
鉱
山
は
、大
宝
鉱
業
株
式
会
社

が
大
正
12
年
に
採
鉱
を
開
始
、昭
和
10

年
頃
に
は
、年
間
3
万
7
千
ｔ
を
生
産
、

質
量
と
も
に
東
洋
一
と
い
わ
れ
、選
鉱
場

か
ら
輸
送
の
為
の
専
用
桟
橋
ま
で
の

2
7
6
0
ｍ
の
間
、単
線
架
空
索
道
に
よ

り
運
搬
さ
れ
た
自
然
石
膏
は
、主
に
セ
メ

ン
ト
原
料
と
し
て
海
上
輸
送
さ
れ
、最
盛

期
に
は
1
5
0
0
ｔ
前
後
の
貨
物
船
が

同
時
に
二
、三
隻
入
港
し
連
日
、浜
は
好

景
気
で
賑
わ
っ
て
い
た
と
の
事
で
す
。

　

約
6
0
0
人
超
の
社
員
が
従
事
し
、

50
年
以
上
に
渡
り
地
域
と
共
に
歩
ん
で

き
た
能
登
鉱
山
で
す
が
、他
の
多
く
の

石
膏
鉱
山
と
同
様
、鉱
物
の
輸
入
自
由

化
や
、人
工
的
に
製
造
副
生
さ
れ
た
化

学
石
膏
に
よ
り
、競
争
力
が
低
下
し
、昭

和
44
年
12
月
29
日
に
閉
山
廃
鉱
と
な

り
ま
し
た
。　
　
　

能
登
建
設
株
式
会
社
は
、能
登
鉱
山

の
鉱
体
の
確
認
や
、新
鉱
床
を
探
査
す

る
地
質
調
査
会
社
と
し
て
大
宝
鉱
業

能
登
鉱
業
所
の
も
と
、昭
和
38
年
に
創

業
を
開
始
し
た
経
緯
も
あ
り
、能
登
鉱

山
閉
山
時
の
所
長
で
あ
る
先
代
社
長

よ
り
事
業
を
継
承
し
て
以
後
、毎
年
、創

業
記
念
日
に
は
、
鉱
山
跡
地
に
建
立
し

た
能
登
鉱
山
記
念
碑
に
、
全
社
員
で
参

拝
を
行
い
、
周
辺
地
域
の
清
掃
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
続
け
て
来
ま
し
た
が
、現
地
に

立
つ
都
度
、そ
の
足
下
に
広
が
る
、閉
山

時
に
土
砂
で
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
地

下
1
4
0
ｍ
、東
西
1
㎞
の
線
上
に
、幾

重
に
も
分
布
し
て
い
る
坑
鉱
体
と
、
そ

の
長
き
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
て
い
ま
す
。

当
時
、能
登
鉱
山
の
石
膏
鉱
床
の
鉱

石
の
大
部
分
は
、雪
花
石
膏
、又
は
、せ

ん
維
石
膏
で
し
た
が
一
部
、
透
明
石
膏

や
雪
花
石
膏
の
塊
状
良
質
鉱
を
産
し
、

方
解
石
の
中
で
も
単
純
な
劈
開
と
同
じ

菱
面
体
の
形
態
を
し
た
大
き
い
方
解
石

の
結
晶
を
産
す
る
石
膏
鉱
山
は
稀
で
、

地
質
を
学
ぶ
学
生
や
研
究
者
も
多
く
訪

れ
た
と
先
代
よ
り
伝
聞
し
て
い
ま
す
。

閉
山
廃
坑
時
、ま
だ
50
万
ｔ
以
上
の

埋
蔵
量
は
あ
る
と
い
わ
れ
た
、貴
重
な

地
域
資
源
も
、地
下
深
く
眠
り
、竪
坑
跡

が
草
木
に
覆
わ
れ
消
え
て
い
く
現
状
に

お
い
て
、
自
分
の
出
来
る
事
の
一
つ
と

し
て
、
平
成
30
年
8
月
、
会
社
設
立
55

周
年
を
機
に
、鉱
山
誌
の
増
刷
と
、跡
地

に
建
つ
能
登
鉱
山
記
念
碑
の
修
繕
を

行
い
ま
し
た
。閉
山
後
歳
月
が
経
ち
ま

し
た
が
、往
時
を
懐
か
し
む
関
係
者
も

多
く
、秋
に
は
地
元
関
係
者
と
共
に
落

慶
法
要
を
予
定
し
て
い
ま
す
。　
　

歳
月
不
待
で
、時
勢
が
新
幹
線
の
よ

う
に
速
く
過
ぎ
る
現
下
に
あ
っ
て
、会

社
創
立
記
念
日
と
い
う
節
目
に
は
社
員

と
一
緒
に
、暫
し
立
ち
止
ま
り
、会
社
や

地
元
の
歴
史
を
顧
み
る
事
で
、支
え
て

頂
い
た
地
域
の
方
々
や
、
営
々
と
努
力

を
重
ね
て
き
た
先
輩
方
々
の
道
程
の
上

に
成
さ
れ
て
い
る
事
を
再
認
識
し
、自

分
が
置
か
れ
て
い
る
現
在
に
感
謝
す
る

こ
と
も
、将
来
に
進
む
上
で
大
切
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

里山及び里海清掃ボランティア

修繕した能登鉱山記念碑

昭和10 年頃には
東洋一といわれた能登鉱山



勇
を
持
ち
、信
義
や
義
理
を
重
ん
じ
た

こ
と
か
ら
同
時
代
の
人
々
か
ら
賞
賛
を

受
け
、後
世
の
人
々
か
ら
は
神
格
化
さ

れ
、「
関
帝
」
と
い
う
神
様
と
し
て
信

仰
さ
れ
る
ほ
ど
の
武
将
で
す
。

関
羽
に
ま
つ
わ
る
私
の
好
き
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
蜀
が
敵
国
で
あ
る
魏
と
の

戦
い
に
敗
北
し
て
仲
間
は
離
れ
離
れ
に

な
っ
て
し
ま
い
、
関
羽
は
魏
の
捕
虜
と

な
り
ま
し
た
。魏
の
君
主
の
曹
操
は
、捕

虜
に
し
た
関
羽
を
ど
う
し
て
も
部
下
に

ほ
し
か
っ
た
た
め
、
気
を
引
く
た
め
に

色
々
な
物
を
贈
る
の
で
す
が
、関
羽
は

全
く
喜
ば
ず
、
唯
一
喜
ん
だ
の
が
赤
兎

馬
（
せ
き
と
ば
）
と
い
う
馬
を
も
ら
っ

た
時
で
し
た
。
な
ぜ
喜
ん
だ
の
か
と
い

う
と
、赤
兎
馬
は
と
て
も
速
く
遠
く
ま

で
行
け
る
た
め
、こ
の
馬
が
あ
れ
ば
離

れ
離
れ
に
な
っ
た
自
分
の
主
君
の
居
場

所
が
分
か
り
次
第
、す
ぐ
に
駆
け
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
と
い
う
も
の
で

し
た
。こ
の
話
を
き
い
た
曹
操
は
関
羽

の
忠
誠
心
に
大
い
に
感
心
し
、関
羽
が

主
君
の
元
へ
向
か
っ
て
脱
走
し
た
際
も

黙
っ
て
見
逃
し
た
そ
う
で
す
。

社
会
人
と
な
っ
た
今
、学
生
時
代
と

比
べ
る
と
自
由
な
時
間
は
減
り
ま
し
た

が
、そ
れ
で
も
空
い
た
時
間
が
あ
れ
ば

読
書
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。こ
れ

か
ら
も
読
書
で
現
実
逃
避
し
な
が
ら
思

い
通
り
に
い
か
な
い
自
分
と
向
き
合
っ

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
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私
の
趣
味
は
読
書
で
す
。周
囲
の
人

に
趣
味
は
読
書
だ
と
伝
え
る
と
「
嘘
つ

く
な
」と
言
わ
れ
る
よ
う
な
性
格
の
私

で
す
が
、昔
か
ら
暇
が
あ
れ
ば
学
校
の

図
書
室
に
通
い
、
校
内
年
間
レ
ン
タ
ル

ラ
ン
キ
ン
グ
1
位
に
な
っ
て
表
彰
さ
れ

た
こ
と
も
あ
る
く
ら
い
読
書
が
好
き
で

す
。私

が
読
書
が
好
き
な
理
由
と
し
て
一

番
大
き
い
の
が
「
本
の
中
で
は
ど
ん
な

自
分
に
で
も
な
れ
る
」
と
い
う
点
で
す
。

皆
さ
ん
も
「
こ
ん
な
こ
と
し
て
み
た

い
」・「
あ
ん
な
風
に
な
り
た
い
」
と

い
っ
た
こ
と
を
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？
現
実
の
自
分
を
変
化
さ
せ

る
こ
と
は
大
変
で
す
が
、
本
の
中
の
世

界
な
ら
、
読
む
本
さ
え
変
え
れ
ば
「
英

雄
」
に
も
な
れ
る
し
「
パ
イ
ロ
ッ
ト
」

に
も
な
れ
る
し
「
科
学
者
」
に
も
な
れ

ま
す
。私
は
昔
か
ら
創
造
力
豊
か
な
タ

イ
プ
だ
っ
た
の
で
、
様
々
な
本
の
中
で

様
々
な
自
分
に
な
る
こ
と
が
楽
し
く
て

暇
を
見
つ
け
て
は
読
書
に
夢
中
に
な
っ

て
い
ま
す
。

そ
ん
な
私
が
一
番
好
き
な
本
が
「
三

国
志
」
で
す
。
ま
ず
三
国
志
と
は
何
か

と
い
う
と
、
中
国
の
時
代
区
分
の
内
の

1
つ
で
あ
る
三
国
時
代
に
つ
い
て
述
べ

た
歴
史
書
の
こ
と
で
す
。
こ
の
三
国
志

は
、魏
（
君
主
：
曹
操
）・
呉
（
君
主
：
孫

堅
）・
蜀
（
君
主
：
劉
備
）の
三
国
が
中

国
を
支
配
す
る
た
め
に
戦
う
と
い
う
も

の
な
の
で
す
が
、三
国
時
代
を
生
き
た

様
々
な
英
雄
に
起
き
た
出
来
事
や
活
躍

を
本
を
通
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
、

実
に
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
本
だ
と
思
い
ま

す
。皆
様
に
も
ぜ
ひ
三
国
志
に
興
味
を

持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
、
私
が
三

国
志
の
中
で
最
も
好
き
な
武
将
と
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま
す
。

私
が
最
も
好
き
な
武
将
は
蜀
の
「
関

羽
」
で
す
。
関
羽
は
人
並
み
外
れ
た
武

2627
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埼玉県入間基地での体験搭乗風景

今回搭乗したCH-47J 輸送ヘリコプター

飛行中は騒音が激しく、マイクを通じての
会話になります。

東京都心上空（白く見えるのが東京ドーム） スカイツリーの真横を飛び、展望台にいる人
はびっくりしたと思います。

小松基地にて見学

小松基地内格納庫にて、救難ヘリコプター　UN-60J 見学中

私
が
住
ん
で
い
る
小
松
市
に
は
、
航

空
自
衛
隊
小
松
基
地
が
あ
り
ま
す
。

F
ー
15
を
中
心
と
し
た
戦
闘
機
部
隊
は

有
名
で
す
が
、
ほ
か
に
は
主
に
ヘ
リ
コ

プ
タ
ー
を
中
心
と
し
た
救
難
隊
と
い
う

部
隊
も
あ
り
ま
す
。

救
難
最
後
の
と
り
で
と
も
言
わ
れ
、

警
察
・
消
防
な
ど
で
は
対
応
出
来
な
い

厳
し
い
状
況
で
の
救
助
活
動
に
従
事
す

る
べ
く
、
日
々
激
し
い
訓
練
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。私
が
救
難
隊
の
後
援
会
活

動
を
通
じ
て
体
験
し
た
こ
と
や
、部
隊

の
活
動
内
容
な
ど
を
ご
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

国民の命を救う
救難隊の活動

株式会社 石川地質コンサルタンツ

数左 從光
かずさ　     よりみつ

近年多発する自然災害にも対処し、かけがえのない命を守るために
救難隊は日々過酷な訓練を繰り返しています。

U-125 Aのエンジンを検査

平成 23 年東日本大震災で被災
者を空輸

CH-47 Jのエンジンを検査

空中受油訓練を行う UH-60 J

 U-125 A　救難探索機

平成16 年新潟、福島豪雨災害訓練塔での各種訓練中の
救難員学生

読書の魅力

濱田 修平

株式会社 日研技術
はまだ　   しゅうへい

本の中では三国志

の武将 関羽に！
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私
が
二
十
年
ば
か
り
嗜
ん
で
い
る
釣

り
に
つ
い
て
話
そ
う
と
思
う
。
若
い
頃

は
四
季
を
問
わ
ず
ル
ア
ー
（
疑
似
エ

サ
）
で
ス
ズ
キ
を
狙
っ
た
り
、
エ
サ
釣

り
で
ク
ロ
ダ
イ
を
狙
っ
た
り
し
て
い
た

が
、最
近
は
仕
掛
け
も
問
わ
ず
、魚
種
も

問
わ
な
い
、い
わ
ゆ
る
「
五
目
釣
り
」に

て
遊
ん
で
い
る
。ま
た

近
年
は
初
夏
か
ら
初

秋
に
か
け
て
数
回
程

度
、主
に
夜
釣
り
を
嗜

ん
で
い
る
。さ
て
前
置

き
は
こ
の
程
度
に
し

て
、私
が
好
ん
で
釣
行

す
る
（
自
宅
か
ら
比

較
的
近
い
）
ポ
イ
ン

ト
を
数
か
所
案
内
し

た
い
と
思
う
。

ま
ず
初
め
に
紹
介

す
る
の
は
志
賀
町
の

西
海
漁
港
。こ
こ
は
能

登
外
浦
で
屈
指
の
大

型
漁
港
で
防
波
堤
直

下
で
も
十
分
な
水
深

が
あ
り
、底
質
は
砂
地

や
磯
場
な
ど
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
い
。
小
さ
な
ル
ア
ー

を
投
げ
れ
ば
メ
バ
ル
や
ア
ジ
の
数
釣
り

が
楽
し
め
、
秋
に
エ
ギ
（
イ
カ
専
用
の

ル
ア
ー
）
を
投
げ
れ
ば
ア
オ
リ
イ
カ
が

上
が
る
。他
の
魚
種
で
は
以
前
、夏
の
夜

に
餌
釣
り
に
て
遠
投
を
し
た
と
こ
ろ
、

コ
チ
・
ホ
ウ
ボ
ウ
が
上
が
っ
て
驚
い
た

こ
と
も
あ
る
。

続
い
て
志
賀
町
の
福
浦
灯
台
（
腰
巻

地
蔵
）。こ
こ
は
全
面
に
磯
場
が
広
が
っ

て
お
り
、
若
い
頃
は
ク
ロ
ダ
イ
を
狙
っ

て
頻
繁
に
通
っ
て
い
た
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
。し
か
し
釣
り
下
手
な
た
め
に
ク
ロ

ダ
イ
の
釣
果
は
寂
し
く
、外
道
ば
か
り

上
が
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
ん
な

苦
い
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
が
、
基
本
的
に

私
は
「
磯
場
」
と
い
う
雰
囲
気
が
大
好

き
な
の
で
、最
近
は
エ
ギ
を
投
げ
て
遊

ん
で
い
る
。

次
は
宝
達
川
河
口
。こ
こ
は
専
ら
キ

ス
釣
り
で
通
っ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
。こ
の
河
口
周
辺
は
天
井
川
で
あ
る

宝
達
川
が
吐
き
出
し
た
礫
分
や
伏
流

水
が
影
響
し
て
い
る
の
か
、近
隣
の
砂

浜
に
比
べ
て
魚
種
が
多
い
と
思
う
。天

候
等
の
条
件
が
良
け
れ
ば
良
型
の
ア

ジ
や
イ
サ
キ
が
上
が
る
場
合
も
あ
る
。

以
上
で
私
の
釣
り
場
紹
介
は
終
了
で

あ
る
が
、
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
で
金
沢
西

防
波
堤
を
代
表
と
す
る
立
ち
入
り
禁
止

区
域
で
の
釣
り
客
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
釣
り
は
最
も
手
軽
な
趣
味
の
一
つ

で
あ
る
が
、
手
軽
で
あ
る
だ
け
に
マ

ナ
ー
や
安
全
を
軽
視
し
が
ち
な
面
も
持

ち
合
わ
せ
て
い
る
。
私
は
こ
の
点
を
十

分
に
注
意
し
な
が
ら
、今
後
も
気
楽
な

五
目
釣
り
を
楽
し
ん
で
い
こ
う
と
思
う
。

西海漁港

福浦灯台

宝達川
河口

メバル

アジ

アオリイカ

クロダイ

キス

釣り場紹介

木村 康

北海技建 株式会社
きむら　   やすし

ENJOY
 

FISHI
NG
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協会
ニュース
平成30年6月8日

労働安全衛生特別講習会

平成30年度労働安全衛生特別講習会　
(ボーリングマシン運転業務)の開催
　労働安全衛生規則によりボーリングマシンの運転に
携わる者の特別教育が義務付けされています。
　このため当協会では、法令に基づき下記のとおりボー
リングマシン運転者の安全衛生特別教育を実施しました。

実技教育　

日時　平成３０年６月９日(土)9：00 ～15：00
場所　(一社) 石川県地質調査業協会　駐車場
内容　・ボーリングマシンの運転、運転合図
受講修了者　２２名

学科教育

日時　平成３０年６月８日(金)9：00 ～17：00
場所　石川県地場産業振興センター
内容　・労働安全衛生規則関係法令
　　　・ボーリングマシンに関する知識
　　　・ボーリングマシンに必要な一般的事項に関する知識
講師　東邦地下工機㈱　企画開発本部開発部
　　　次長　片山  浩明 氏
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②株式会社 エオネックス

道路改良調査　
ボーリング掘進作業

❶

協会
ニュース
平成30年9月20日

安全パトロール

平成30年度　
安全パトロールの開催

　当協会では、現場における災害事故防止及び、安全衛生管理の向上を目的として、
下記の2 箇所で調査ボーリング現場の安全パトロールを実施しました。
　本年度は川の調査、山の調査と現場状況の違う箇所でのパトロールとなり、その現
場毎が持つ安全に関する着眼点を持ってパトロールができました。その後のミーティ
ングでも指示事項、奨励事項があり、安全対策の知識が高まりました。

実技教育　

日　時　平成30年9月20日　10：00～16：00
場　所　会員事業所現場　2箇所
参加者　技術・安全委員　3名

❶

❶

❷

①中部地質 株式会社　

河川樋管調査　
ボーリング掘進作業

協会
ニュース 石の標本づくり 

in 白山手取川ジオパーク

担い手確保・育成推進事業

10 月 20 日の土曜日、石川県地質調査業協会と白山手取川ジオパーク推進協議会の共催により、「石の標本づく in 
白山手取川ジオパーク」を昨年に引き続き開催しました。当日は抽選により選ばれた小学校 4 年生以上の児童とその
保護者 35 組と、秋の河原で楽しく「石の標本づくり」を行いました。

参加者は先生・学生・留学生をはじめとしたスタッフから「石の見分け方」を教わり、河原の石をハンマーで割ったり、ルー
ペで観察したり、薬液を使ったりしながら「石の標本づくり」を楽しんでいただきました。

また、今年は開催に先立ち「となりのテレ金ちゃん 30 秒劇場」にも出演し、イベントの PR を行いました。
最後になりましたが、イベント全般にわたりお世話になりました白山手取川ジオ

パーク推進協議会の皆様、金沢大学の先生方や学生・留学生の皆様、当日のスタッフ
としてご協力いただきました北陸地盤工学研究会や石川県自然史センターの皆様、
この場を借りて深くお礼申し上げます。

続 と々集まる参加者の皆さん開催挨拶はじめの説明大学の先生による石のお話し

先生に相談ハンマーで石割り体験魔法の水（塩酸）を使った石の判定大学生と一緒に石の採集親子で楽しく石の標本づくり

参加者・スタッフで記念撮影スタッフで記念撮影 石の標本づくりを楽しむ親子と作業をサポートするスタッフ

開催日：平成 30 年 10 月 20 日（土）10:00 ～ 12:00
場　所：手取川の河原　「道の駅しらやまさん」
主　催：（一社）石川県地質調査業協会・白山手取川ジオパーク推進協議会
協　力：金沢大学理工学域地球社会基盤学類地球惑星科学コース・石川県自然史センター・北陸地盤工学研究会
後　援：金沢市教育委員会、北國新聞社、テレビ金沢
参加者数：72 名（子供 37 名、大人 35 名）
スタッフ：32 名

となりのテレ金ちゃん30秒劇場で PR

石の標本づくり レポート

受付開始！12 挨拶や説明タイム！

3 石の標本づくりスタート！

4 最後に記念撮影！

平成30年10月20日

インスタ風
フレームも
作りました



にしざわ　     たつお
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協会
ニュース
平成30年10月26日

技術講演会

平成30年度 技術講演会の開催
　公益社団法人地盤工学会北陸支部との共催で、お二人の
先生から地盤に関わるご講演をいただきました。小嶋先生に
は、美濃山地における二重山稜地形に関わる研究結果とその
苦労話を、西澤先生には、舗装に関して、破損のメカニズムや
予測、海外での道路試験に基づく設計法についてご講演頂き
ました。今技術講演会には、当協会会員をはじめ、総勢93名
の技術者の皆様にご参加いただきました。
ここに厚く御礼申し上げます。

日　時　平成３０年１０月２６日
場　所　金沢東急ホテル
参加者　９３名

プログラム

岐阜大学工学部社会基盤工学科　
教授

小嶋　智 氏

「山体重力変形地形研究の現状と展望」

石川工業高等専門学校　
環境都市工学科　教授

西澤　辰男 氏

02

01

「舗装の長期的挙動の予測法とその課題」
1968 年に滋賀県に生まれる。
1991年神戸大学理学部地球科学科卒業。
1996 年京都大学理学研究科地球物理学
専攻修了、博士（理学）を取得。同年よ
り金沢大学理学部助手として勤務。
現在は金沢大学理工研究域地球社会基
盤学系教授。

専門は地震学。地震や重力異常のデータに基づき、地震の発生過程や
活断層、地殻・マントルの構造、白山の火山活動などを研究している。
石川県防災会議震災対策部会委員、白山火山防災協議会委員、白山手
取川ジオパーク推進協議会学術委員等を務める。

[ プロフィール ]

日　時　平成３1 年１月２5 日 (金)
場　所　金沢東急ホテル
参加者　37 名

平成30年度　

経営者研修会

　金沢大学理工研究域地球社会基盤学系教授の
平松良浩先生をお迎えし、研修会を開催しました。
　「石川県の地震リスクを考える」の演題で、日本で地
震が発生する原因に始まり、石川県で過去に発生した
震災のデータや、今後発生することが予想される地震
について、詳しい解説をいただきました。そして、実際に
地震が起きたときの企業の事業継続プランについても
お話しいただき、大変参考になりました。
　石川県の地震リスクが決して低くないことや、災害
時の事業の継続が地域の復興につながることを、改め
て認識させていただいた、貴重な講演でした。

協会
ニュース 経営者研修会
平成31年1月25日

こじま　   さとる

[ 演 題 ] 「石川県の地震リスクを考える」
[ 講 師 ] 金沢大学 理工研究域地球社会基盤学系教授

平松   良浩 氏
ひらまつ　    よしひろ



日鐵住金建材株式会社

日鐵住金建材株式会社

新日鐵住金株式会社

3435



平成31年1月1日現在

一般社団法人 石川県地質調査業協会
〒920-0059 金沢市示野町西7番地
TEL(076)267-3244
FAX(076)267-3271
https://www.ishikawa-geo.or.jp
E-mail info@ishikawa-geo.or.jp

各種土質試験電子納品対応済（国交省、農水省、石川県、NEXCO各社）

市山　勉理事長
〒920-0059  石川県金沢市示野町西7番地  
TEL（076）268-4666   FAX（076）268-4510
ホームページ   https://www.doshitsuya.or.jp
メールアドレス  info@doshitsuya.or.jp  

（旧石川県土質研究協同組合）

土の繰返し非排水三軸試験機北
陸
初

試錐機 D0-D型

役　員 会　社　名 代表者 郵便番号 住　所 電話番号 FAX

監　事

理　事

理　事

理　事

副 会 長

常務理事

会　長

アルスコンサルタンツ（株）

（株）石川地質コンサルタンツ

（株）エオネックス

（株）カナイワ

興信工業（株）

国際地研（株）

（株）大一開発

中部地下開発（株）

中部地質（株）

東亜鑿泉工業（株）

（株）日研技術

能登建設（株）

（株）のとさく

古一地下開発（株）

（株）ホクコク地水

北海技建（株）

宮下建設（株）

瀧 上  彰

数 左  從 光

市 山　 勉

普 輪 崎 賢 彦

室 谷　 信 子

松 村  徹

河 上　 公 輝

渡 部　 友 則

能 島 利 一

吉 田 　良 雄

芝 山　 修

矢 野 好 二

明 星 加 守 暢

古 一 　 力

尾 蔵　　 博

高 木　 仁 志

越 渡　 伸 廣

920-0362

920-0059

920-0209

921-8027

927-0624

920-0017

929-0326

920-0205

921-8061

925-0022

921-8015

927-1454

927-1215

926-0831

921- 8021

925-0014

927-2151

金沢市古府2-76

金沢市示野町西3

金沢市東蚊爪町1-19-4

金沢市神田2-9-19

鳳珠郡能登町字時長45-65

金沢市諸江町下丁428

河北郡津幡町字清水ト312-2

金沢市大浦町ハ51-1

金沢市森戸1-228

羽咋市深江町ヲ36-2

金沢市東力4-21

珠洲市三崎町宇治ヨ部129 -1

珠洲市上戸町北方い部31-1

七尾市池崎町む部70-1

金沢市御影町25-1

羽咋市釜屋町ﾉ44-2

輪島市門前町走出3-50

076-248-4004

076-213-8151

076-238-1181

076-244-6447

0768-72-1223

076-237-5758

076-288-4595

076-237-5000

076-240-7887

0767-22-3155

076-291-8180

0768-88-8800

0768-82-0111

0767-57-3700

076-241-7158

0767-22-6618

0768-42-1138

248-4174

 213-8153

238-9781

244-6407

72-1224

237-4356

288-3474

237-0600

240-7757

22-3241

291-5010

88-8811

82-6126

57-2600

243-2422

22-6268

 42-1344

監　事

取扱商品

鋼管・鋼材・ビニール管・各種動力
ポンプ

ポスター・パンフレット・カタログ・
DM・チラシ・ホームページ制作

代表者

辻 　 亮 一

舘 中 憲 次

河 内 弘 志

橋 田 望 生

郵便番号

921-8555

920-0058

920-0016

920-1155

会社名

（株）辻  さ  く

（株）測商技研北陸

東邦地下工機（株）
　金沢営業所

（株）ドゥーイング

住　所

金沢市増泉5-1-30

金沢市示野中町2-85

金沢市諸江町中丁
161-1-102

電話番号 FAX

076-243-7731

076-232-3900

076-235-3235

076-254-1780

243-3876

222-3334

235-3240

254-1790

各種地すべり測定器・気象観測機・
各種精密測定器製造販売管理

ボーリングマシン・ポンプ・ミキ
サー・小口径推進器・各種付属品

金沢市田上本町ヲ22

役　員
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制作：（株）ドゥーイング 38

EDIT MEMBERS 総務 • 広報委員会
担当理事　 古一　　 力　 古一地下開発㈱
担当理事　 渡部　 友則　 中部地下開発㈱
編  集  長　 坂下　 裕平　 中部地下開発㈱
副編集長　 榊　　博俊 　中部地質㈱
編  集  員　 畠中　 信英　 ㈱エオネックス
編  集  員　 北市　　 忠　 ㈱石川地質コンサルタンツ
編  集  員　 松村　 英樹　 国際地研㈱
編  集  員　 日比　 輝夫　  ㈱大一開発
編  集  員　 山下　 真広　 東亜鑿泉工業㈱
編  集  員　 島田　 清司　  能登建設㈱
編  集  員　 高野　 裕久　 ㈱のとさく
編  集  員　 松原　 和之　 古一地下開発㈱
編  集  員　 中村　 有宏　 ㈱ホクコク地水
編  集  員　 四十物 良三　 北海技建㈱
編  集  員　 宮下　 正久　 宮下建設㈱

地
質
い
し
か
わ
第
73
号
を
お
届
け
い

た
し
ま
す
。

昨
年
の
冬
は
豪
雪
に
見
舞
わ
れ
、早
朝

か
ら
の
除
雪
や
、
渋
滞
の
中
で
の
移
動

等
に
、
大
変
な
思
い
を
さ
れ
た
方
も
多

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。今
年
は
暖
冬
と

い
う
言
葉
を
よ
く
聞
き
ま
し
た
が
、実
際

に
も
１
月
半
ば
の
現
時
点
で
金
沢
周
辺

の
平
野
部
に
積
雪
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
ま
ま
降
ら
ず
に
春
に
な
れ

ば
い
い
な
と
思
い
つ
つ
、
一
方
で
地
球

温
暖
化
、異
常
気
象
・
・
・
な
ど
と
い
う

言
葉
が
頭
を
過
り
、
複
雑
な
思
い
も
し

ま
す
。

本
誌
の
編
集
に
委
員
長
と
し
て
携
わ

る
の
も
2
年
目
に
な
り
ま
し
た
。
至
ら

な
い
と
こ
ろ
が
多
く
、
ご
不
便
を
お
か

け
し
た
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
そ

ん
な
無
力
な
委
員
長
で
あ
り
な
が
ら
、

こ
の
2
年
間
を
無
事
に
務
め
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
積
極
的
に
活

動
し
て
い
た
だ
い
た
総
務
・
広
報
委
員

の
皆
様
や
、
支
え
て
い
た
だ
い
た
理
事

の
方
々
の
お
か
げ
で
あ
り
、
心
か
ら
お

礼
を
申
し
述
べ
ま
す
。ま
た
、大
変
ご
多

忙
の
中
、
特
別
対
談
に
お
時
間
を
割
い

て
頂
い
た
穴
水
町
の
石
川
宣
雄
町
長
を

始
め
、ご
寄
稿
頂
い
た
皆
様
に
、改
め
て

深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

総
務
広
報
委
員
長　

坂
下  

裕
平

編集後記

2019
January

No.73


	223358_2018地質いしかわ表紙.1b.[1]
	223358_2018地質いしかわ.2a.[2-3]

