


吾
橋
な
ど
の
集
落
で
踊
ら
れ
て
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
ご
と
に
所
作
の
一
部

や
歌
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。

現
在
で
は
善
徳
地
区
と
徳
善
地
区
の
2

地
区
で
行
わ
れ
て
お
り
、
善
徳
地
区
で

は
旧
暦
6
月
25
日
の
夏
祭
り
の
際
に
天

満
宮
に
奉
納
さ
れ
、
徳
善
地
区
で
は
、

９
月
下
旬
〜
10
月
上
旬
の
週
末
に
有
宮

神
社
に
奉
納
さ
れ
ま
す
。

昭
和
29
年
に
県
指
定
無
形
文
化
財
、
昭

和
51
年
に
は
国
指
定
の
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

存
続
が
危
ぶ
ま
れ
た
神
代
踊

　

盛
時
に
は
総
勢
40
〜
50
人
も
の
人
々
に

よ
っ
て
踊
ら
れ
た
神
代
踊
で
す
が
、
昭
和

35
年
ご
ろ
か
ら
過
疎
化
が
進
み
、
そ
れ
に

少
子
高
齢
化
が
拍
車
を
か
け
た
こ
と
で

急
速
に
担
い
手
不
足
が
深
刻
化
し
ま
し

た
。

　

踊
り
の
担
い
手
の
数
が
集
ま
ら
ず
、
一

つ
の
集
落
だ
け
で
は
踊
れ
な
く
な
り
、
善

徳
・
徳
善
の
2
地
区
で
西
祖
谷
の
人
た

12

西祖谷の神代踊が
ユネスコ無形文化遺産に登録されました

～四国の最奥部で1100年以上にわたって受け継がれた西祖谷の神踊り～

神
代
踊
を
含
む
風
流
踊
と
は

　

風
流
踊
は
華
や
か
な
、
人
目
を
惹
く
と
い

う「
風
流
」の
精
神
が
根
底
に
あ
り
、
踊
り
手

は
趣
向
を
こ
ら
し
た
衣
装
や
持
ち
も
の
を
ま

と
い
、歌
や
、笛
・
太
鼓
・
鉦
な
ど
の
囃
子
に

合
わ
せ
て
踊
る
民
俗
芸
能
で
す
。祭
礼
や
年

中
行
事
な
ど
の
機
会
に
、
地
域
の
人
々
が
除

災
や
豊
作
祈
願
、雨
乞
い
な
ど
、安
寧
な
暮
ら

し
を
願
っ
て
踊
り
ま
す
。

　

風
流
踊
の
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文

化
機
関
）無
形
文
化
遺
産
へ
の
登
録
は
、地
域

間
の
対
話
や
交
流
を
促
進
し
、
地
域
の
人
々

の
絆
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
無
形
文
化
遺
産

の
保
護
・
伝
承
の
事
例
と
し
て
、
国
際
社
会

に
お
け
る
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
の
取
り
組

み
に
大
き
く
貢
献
す
る
と
い
う
理
由
で
決
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
理
由
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

神
代
踊
を
含
む
風
流
踊
は
文
化
的
な
価
値
だ

け
で
な
く
、
地
域
の
活
力
の
源
と
し
て
大
き

な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
社
会
的
な
機
能
も

持
っ
て
い
る
の
で
す
。

1
1
0
0
年
余
り
の

歴
史
を
持
つ
神
代
踊

　

神
代
踊
の
起
源
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、菅
原

道
真
が
讃
岐
守
で
あ
っ
た
平
安
時
代
に
行
っ

た
雨
乞
い
祈
願
の
踊
り
が
始
ま
り
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

色
鮮
や
か
な
笠
を
か
ぶ
り
、太
鼓
に
合
わ
せ

て
踊
る
こ
と
か
ら
、
古
く
は
笠
踊
り
、
太
鼓
踊

り
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。1
9
2
2
年
（
大

正
21
年
）
の
皇
太
子
（
の
ち
の
昭
和
天
皇
）
の

訪
村
に
際
し
て
神
代
踊
と
名
付
け
ら
れ
ま
し

た
。西

祖
谷
の
田
ノ
内
、
善
徳
、
下
名
、
徳
善
、

は
や

し

か
ね

あ

り

み

や

じんじん だいだい おどりおどり

2022年11月30日、ユネスコ（国連教育科学文化機関）の政府間委員会は、日本各地で継承されてきた民俗芸能「風
流踊」について審議し、無形文化遺産への登録を全会一致で決めました。
徳島県三好市西祖谷山村に伝わる神代踊は全国の風流踊（計 41 件）の一つとして登録されました。

特集

ち
が
居
住
地
域
に
関
係
な
く
集
ま
り
踊

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。踊
り
の
力
が
地

区
と
い
う
境
界
の
壁
を
越
え
人
を
集
め
る

力
と
な
っ
た
の
で
す
。そ
れ
で
も
、盛
時
の

半
分
ほ
ど
の
20
数
人
し
か
集
ま
ら
ず
、
存

続
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。

　

そ
こ
に
、「
神
代
踊
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形

文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
」
と
い
う
朗
報

が
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。こ
の
ニ
ュ
ー

ス
を
神
代
踊
を
担
う
人
は
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。神
代
踊

の
魅
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

続
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

西祖谷山村善徳地区と隣接する一宇地区の中心部。

小学生が踊りを学ぶ市立檪生小学校がある。

西祖谷山村善徳地区と隣接する一宇地区の中心部。

小学生が踊りを学ぶ市立檪生小学校がある。
いちういちう

笠踊り

朝日新聞　徳島版　2022年12月2日　朝刊
）
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大歩危駅
かずら橋徳善

徳島県三好市
西祖谷山村

徳善西 善徳天満宮善徳天満宮善徳天満宮一宇
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大歩危大歩危
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大歩危
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N

祖谷川祖谷川祖谷川

吉野川吉野川吉野川

徳善北

西祖谷の神代踊が受け継がれている
善徳地区と徳善地区
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西祖谷神代踊保存会
会長

この方に聞きました

小野寺　武夫さん
お の で ら たけお

代
々
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

当
た
り
前
の
踊
り

代
々
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

当
た
り
前
の
踊
り

代
々
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

当
た
り
前
の
踊
り

　

神
代
踊
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
こ
と
を
三
好
市
教
育
委
員
会
の
方
か
ら

電
話
で
伝
え
ら
れ
た
時
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
驚

き
ま
し
た
。伝
統
の
あ
る
古
い
踊
り
と
は
自
覚

し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
普
段
か
ら
当
た
り
前

の
よ
う
に
踊
り
、
特
別
な
も
の
と
い
う
意
識
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。

　

私
は
西
祖
谷
の
善
徳
で
生
ま
れ
育
っ
て
、
数

年
離
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、ず
っ
と
西
祖

谷
で
生
活
し
て
い
ま
す
。神
代
踊
は
5
歳
の
こ
ろ

か
ら
踊
り
は
じ
め
、今
で
も
踊
っ
て
い
ま
す
。

　

踊
り
は
じ
め
た
こ
ろ
は
、
踊
り
手
は
善
徳
地

域
の
人
だ
け
で
50
人
ほ
ど
お
り
、
華
や
か
な
も

の
で
し
た
。今
は
他
の
地
域
の
人
に
参
加
し
て

も
ら
っ
て
も
、
そ
の
半
分
く
ら
い
し
か
お
り
ま

せ
ん
。

踊
り
の
魅
力
は

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
内
容

　

神
代
踊
は
踊
り
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
で
、

・
・
・
・

代
々
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

当
た
り
前
の
踊
り

　

神
代
踊
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
こ
と
を
三
好
市
教
育
委
員
会
の
方
か
ら

電
話
で
伝
え
ら
れ
た
時
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
驚

き
ま
し
た
。伝
統
の
あ
る
古
い
踊
り
と
は
自
覚

し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
普
段
か
ら
当
た
り
前

の
よ
う
に
踊
り
、
特
別
な
も
の
と
い
う
意
識
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。

私
は
西
祖
谷
の
善
徳
で
生
ま
れ
育
っ
て
、
数

年
離
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、ず
っ
と
西
祖

谷
で
生
活
し
て
い
ま
す
。神
代
踊
は
5
歳
の
こ
ろ

か
ら
踊
り
は
じ
め
、今
で
も
踊
っ
て
い
ま
す
。

　

踊
り
は
じ
め
た
こ
ろ
は
、
踊
り
手
は
善
徳
地

域
の
人
だ
け
で
50
人
ほ
ど
お
り
、
華
や
か
な
も

の
で
し
た
。今
は
他
の
地
域
の
人
に
参
加
し
て

も
ら
っ
て
も
、
そ
の
半
分
く
ら
い
し
か
お
り
ま

せ
ん
。

踊
り
の
魅
力
は

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
内
容

　

神
代
踊
は
踊
り
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
で
、

・
・
・
・

こ
れ
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
あ
る
踊
り
は

珍
し
い
と
思
い
ま
す
。踊
り
の
参
加
者
は
、
采

振
り
、天
狗
、露
払
い
、獅
子
、薙
刀
、棒
振
り
、

奴
、草
履
取
り
、太
鼓
打
ち
、鉦
、カ
チ
カ
チ
、山

伏
、
扇
子
踊
り
を
す
る
踊
り
子
と
種
類
が
多

く
、
太
鼓
の
叩
き
方
も
12
種
類
あ
り
ま
す
。そ

れ
に
合
わ
せ
て
踊
り
も
12
種
類
あ
り
、歌
の
あ

る
曲
が
「
こ
れ
の
お
庭
」「
花
踊
り
」「
小
原
木
」

な
ど
11
種
類
あ
り
、覚
え
る
の
は
結
構
大
変
で

す
。ま
た
、
踊
り
手
の
年
齢
層
も
子
ど
も
か
ら

老
人
ま
で
と
幅
広
い
こ
と
が
特
徴
で
す
。

昔
は
天
満
宮
へ
の

登
り
道
が
大
変
で
し
た

　

祭
り
の
日
は
ま
ず
、
持
ち
ま
わ
り
で
毎
年
決

め
る
当
屋
と
呼
ば
れ
る
世
話
役
を
す
る
家
に

集
ま
っ
て
衣
装
を
着
替
え
て
、
お
祓
い
を
し
ま

す
。そ
の
後
、４
、５
曲
を
踊
っ
て
か
ら
天
満
宮

へ
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

昔
は
険
し
い
山
道
を
道
具
を
担
い
で
弁
当

を
持
っ
て
登
っ
て
い
ま
し
た
。今
は
車
が
通
れ

る
道
が
で
き
て
時
間
が
短
縮
さ
れ
ま
し
た
が
、

徳島県三好市西祖谷山村善徳で生まれ育
ち、現在も居を構える。５歳のころから
神代踊を踊りはじめ、今なお踊り続けて
いる。すべての役割をこなせる神代踊の
生き字引的存在。日々、踊りの保存・伝
承に取り組み、息抜きにはゴルフが一番
だとか。

三好市教育委員会　社会教育課
主査　　　　　　　　　主任主査

秋田　愛子さん
あ き た あいこ

宮田　健一さん
み や た けんいち

　市は保存会の活動を保護するため、申請があったそのほかの民俗芸能団体
同様、組織維持費として補助金を毎年4万円支給しています。また祭りの当日、
檪生小学校の児童を学校から神社まで送迎するバスも運行しています。
　地元の子どもたちには「こういう宝があるんだよ」ということは絶対知っ
てもらいたいです。かずら橋と神代踊は西祖谷の財産だと思いますから。踊
りに参加するということは、体で学び、より深く踊りを知ることにつながる
と思いますので、外で就職した地元の方が戻ってくるきっかけにでもなれば
いいですね。
　無形文化遺産登録後、どう残していくかがより大事になるので、踊りを残
していくことにプレッシャーは感じていますね。少子高齢化の課題をどうク
リアしていくのか。西祖谷全体で守っていく、ひいては三好市全体で守って
いくようなことをしていかなけらばならないのかなと思います。

インタビュー昔
は
一
日
が
か
り
で
し
た
。朝
の
7
時
ご
ろ

に
当
屋
に
集
ま
っ
て
、
ひ
と
踊
り
し
て
荷
物

を
背
負
っ
て
天
満
宮
へ
急
な
坂
道
を
上
る
の

で
す
が
、
当
屋
が
谷
の
下
に
位
置
し
て
い
た

ら
2
時
間
近
く
か
か
り
ま
し
た
。

踊
り
手
の
減
少
と
踊
り
の
伝
承
が
最

大
の
課
題

　

役
ど
こ
ろ
が
多
い
こ
と
か
ら
、
最
低
で
も

20
人
は
い
な
い
と
踊
り
は
成
立
し
ま
せ
ん
。

40
〜
50
人
も
い
た
こ
ろ
は
女
性
が
輪
に
な
っ

て
踊
っ
て
い
ま
し
た
が
、
い
ま
で
は
5
人
く

ら
い
し
か
女
性
が
い
な
い
の
で
輪
を
つ
く
れ

な
い
の
で
す
。女
性
の
踊
り
の
輪
の
中
に
獅

子
や
薙
刀
、
棒
振
り
な
ど
が
輪
の
中
に
入
り

込
ん
で
踊
る
の
が
本
来
の
形
な
の
で
す
。

　

平
成
2
年
頃
ま
で
は
善
徳
の
地
域
の
人
だ

け
で
従
来
の
規
模
で
踊
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
そ
の
後
参
加
者
が
大
幅
に
減
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。参
加
者
の
高
齢
化
も
進
ん
で
、技

能
の
伝
承
も
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

踊
り
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
の
が
太
鼓
で

す
。13
年
く
ら
い
前
に
太
鼓
が
受
け
継
が
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
当
時
太
鼓
を
や
っ

て
い
た
方
の
自
宅
ま
で
行
っ
て
皿
を
叩
き
な

が
ら
歌
っ
て
も
ら
い
、
テ
ー
プ
に
録
音
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。神
代
踊
に
お
い
て
太

鼓
を
叩
い
て
い
る
人
は
重
要
で
、
継
承
す
る

人
が
居
な
く
な
っ
た
ら
踊
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。「
そ
う
な
っ
た
ら
大
変
だ
、
テ
ー
プ
に

残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

想
い
で
駆
け
つ
け
た
の
で
す
。

　

平
成
29
年
か
ら
三
好
市
立
檪
生
小
学
校
で

社
会
教
育
の
授
業
と
し
て
子
ど
も
に
踊
り
を

教
え
る
こ
と
を
は
じ
め
る
な
ど
後
継
者
の
育

成
に
力
を
入
れ
始
め
て
い
ま
す
。子
ど
も
た

ち
は
踊
り
を
覚
え
る
の
が
早
く
、
驚
か
さ
れ

ま
す
。

登
録
を
き
っ
か
け
に
、
よ
り
多
く
の
人

と
踊
り
の
輪
を
広
げ
て
い
き
た
い

　

今
回
の
無
形
文
化
遺
産
登
録
は
と
て
も
励

み
に
な
り
ま
す
。神
代
踊
に
対
す
る
関
心
が
高

ま
る
こ
と
で
、
見
て
み
よ
う
、
参
加
し
て
み
よ

う
と
思
っ
て
く
れ
る
人
が
増
え
て
、
保
存
活
動

に
弾
み
が
つ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

学
校
を
卒
業
後
、
地
域
を
出
て
就
職
す
る
人

この方に聞きましたちょっぴりプレッシャーを感じながらも
支えていきます

さ
い

ふ

と

う

や

な
ぎ
な
た

や
っ
こ

ぞ

う

り

露払い

棒振り

法螺貝

太鼓と獅子舞

が
多
い
と
は
い
う
も
の
の
、
地
元
に
残
る
若
い

人
た
ち
も
い
ま
す
の
で
、
青
年
団
の
人
た
ち
な

ど
に
「
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
や
っ
て
い
け
な
い
の
で

手
伝
っ
て
ほ
し
い
」
と
声
を
か
け
て
い
ま
す
。

「
お
役
に
立
て
る
な
ら
手
伝
い
ま
す
よ
」
と
前

向
き
な
返
事
が
返
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
踊
り

を
引
き
継
い
で
く
れ
る
こ
と
に
期
待
が
高
ま

り
ま
す
が
、
先
を
急
が
ず
腰
を
据
え
て
伝
え
て

い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

西祖谷の宝として再認識
　踊りの輪を大きく広げていきたい
西祖谷の宝として再認識
　踊りの輪を大きく広げていきたい
西祖谷の宝として再認識
　踊りの輪を大きく広げていきたい

練習に励む三好市立檪生小学生のみなさん練習に励む三好市立檪生小学生のみなさん
い ち う



低
水
管
理
部
門

受
賞

銅山川３ダム
（吉野川ダム統管・池田総合管理所）

ダ
ム
ア
ワ
ー
ド
と
は

　

日
本
ダ
ム
ア
ワ
ー
ド
と
は
、

ダ
ム
フ
ァ
ン
で
構
成
さ
れ
る
日

本
ダ
ム
ア
ワ
ー
ド
実
行
委
員
会

に
よ
り
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト

で
、
一
年
間
の
ダ
ム
の
活
躍
を

振
り
返
り
、
実
行
委
員
が
様
々

な
角
度
か
ら
活
躍
し
た
ダ
ム
を

ノ
ミ
ネ
ー
ト
し
ま
す
。

　

委
員
と
観
客
の
皆
さ
ん
に
よ

る
投
票
で
、
各
部
門
で
今
年

も
っ
と
も
印
象
に
残
る
働
き
を

し
た
ダ
ム
を
選
出
し
、
そ
の
功

績
を
讃
え
よ
う
、
と
い
う
イ
ベ

ン
ト
で
、
今
年
で
十
周
年
を
迎

え
ま
す
。

　

当
日
は
実
行
委
員
の
有
志
に

よ
り
、
ノ
ミ
ネ
ー
ト
ダ
ム
毎
の

活
躍
や
実
績
を
ダ
ム
管
理
者
等

へ
の
取
材
や
実
際
に
イ
ベ
ン
ト

に
参
加
し
た
感
想
な
ど
を
盛
り

込
ん
だ
プ
レ
ゼ
ン
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

放
流
賞
、
低
水
管
理
賞
、
洪

水
調
節
賞
、
イ
ベ
ン
ト
賞
と
全

体
で
大
賞
が
一
つ
選
ば
れ
ま
す
。

　

２
年
連
続
ノ
ミ
ネ
ー
ト

か
ら
の
受
賞
！

　　

銅
山
川
３
ダ
ム
の
渇
水
対
応

は
、
昨
年
度
の
ダ
ム
ア
ワ
ー
ド

２
０
２
１
で
も
低
水
管
理
部
門

に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
て
お
り
、

今
回
は
異
例
の
２
年
連
続
ノ
ミ

ネ
ー
ト
か
ら
の
受
賞
と
な
り
ま

す
。

銅
山
川
ダ
ム
の
渇
水
対
応

（
過
去
最
長
２
９
８
日
）

　

銅
山
川
３
ダ
ム
（
富
郷
ダ
ム
、

柳
瀬
ダ
ム
、
新
宮
ダ
ム
）
は
、
吉

野
川
支
川
銅
山
川
に
建
設
さ
れ
て

お
り
、
吉
野
川
の
洪
水
調
節
の
ほ

か
、
水
道
・
工
業
・
か
ん
が
い
用

水
と
し
て
愛
媛
県
へ
分
水
を
行
う

と
と
も
に
発
電
も
行
っ
て
い
る
多

目
的
ダ
ム
で
す
。

　

銅
山
川
流
域
は
少
雨
地
域
で
あ

り
、
ほ
ぼ
毎
年
渇
水
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
令
和
３
年
11
月
～
令
和

４
年
９
月
に
か
け
て
の
渇
水
は
、

銅
山
川
３
ダ
ム
運
用
開
始
以
降
、

最
も
長
い
取
水
制
限
の
期
間
（
２

９
８
日
）
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
関
係
利
水
者
の
協
力

も
得
て
ダ
ム
の
容
量
を
で
き
る
だ

け
延
命
す
る
取
り
組
み
や
上
下
流

の
ダ
ム
連
携
に
よ
る
水
質
悪
化
を

防
ぐ
運
用
な
ど
を
行
い
、
最
悪
の

事
態
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

今
後
の
銅
山
川
渇
水

　

令
和
４
年
９
月
の
台
風
14
号

で
貯
水
率
が
１
０
０
％
に
回
復

し
た
銅
山
川
で
す
が
、
そ
の
後

の
少
雨
に
よ
り
11
月
28
日
か
ら

自
主
節
水
（
工
業
用
水
15
％

カ
ッ
ト
）、
12
月
23
日
０
時
か

ら
第
一
次
取
水
制
限
（
工
業
用

水
20
％
カ
ッ
ト
）
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

過
去
最
長
と
な
っ
た
今
回
の

渇
水
よ
り
１
ヶ
月
も
早
く
貯
水

率
が
低
下
し
て
お
り
、
早
め
の

渇
水
対
策
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
節
水
等
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
回
受
賞
ダ
ム
は
、
左
記
の
と
お
り
。

　

【
放
流
部
門
】　
　
　

温
井
ダ
ム

　

【
低
水
管
理
部
門
】　

銅
山
川
３
ダ
ム

　

【
洪
水
調
節
部
門
】　

白
川
ダ
ム

　

【
イ
ベ
ン
ト
部
門
】　

竜
門
ダ
ム

　

【
ダ
ム
大
賞
】　

宮
ヶ
瀬
ダ
ム
（
イ
ベ
ン
ト
部
門
）

　

※

ダ
ム
大
賞
に
洪
水
調
節
部
門
以
外
か
ら
選
出
さ
れ

　
　

る
の
は
今
回
が
初
め
て
と
の
こ
と
で
す
。

新宮ダム

富郷ダム

柳瀬ダム

ど う    ざ ん     が わ

と み さ と

し ん ぐ う

や な  せ

R5.2.4記念品授与式

記念品の盾
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