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青木良三郎氏の写真が寄贈されました

表紙写真 

『天狗塚展望台』（提供：瑞浪市観光協会）

木曽川から 350ｍの高さでそびえ立つ「天狗塚の大岸壁」の頂上に設けられた展望台。木曽川の大渓谷に臨み、中央アルプス、御嶽山、

白山、伊勢湾を遠望できる絶景の地です。約 300ｍの遊歩道が整備され、頂上には十一面観世音石碑が祀られています。

【閘門設計にかけた青木良三郎】
青木良三郎 (1868.2.不詳～ 1912.9.29)
栃木県に生まれ、明治 27(1894) 年、帝国大学工科大

学　土木工学科卒業後、内務省に入り、第四区 (名古屋 )
土木監督署で大正元 (1912) 年までの 18 年間、木曽川下
流改修工事で特に船頭平閘門の設計監督に尽くし、在
職のまま死去した。
青木良三郎について名井九介は、「船頭平閘門の調査

設計者で又施行者である。当時我国に先例なき為相当
の苦心を要したもので大に其労を多とする」と記し、
真田秀吉は、「当時の現場主任は技師有馬義敬であっ
て、技師は本庁内で設計監督に当った。ただ船頭平閘
門のみは青木良三郎、野村年であった」と記している。
青木は木曽川下流改修に従事中、病気に罹り、大正

元 (1912）年 9月 29 日に死去し、葬儀は同年 10月 2日、
名古屋市中区新栄町 4 丁目（現 中区東桜 2-21-12) の
宝泉寺で行われた。

船頭平閘門の設計と建設工事に生涯をかけた青木良三郎 氏の写真は、『土木人物事典』（アテネ書房）に集合写真からの顔だけが掲載

されていますが、この度、青木良三郎 氏の孫娘であられる千葉幸惠 ( 旧姓 青木幸惠 ) 様から、木曽川文庫に４枚の写真が寄贈されました。

４枚の写真の撮影年は、明治 17（1884）年から同 27・30・43 年であり、青年期、結婚式、父母を交えた家族一同、さらに亡く

なる２年前のものです。誌面の関係上、ここでは、このうちの２枚の写真を紹介します。

＜写真：左＞　明治 17（1884）年 11 月撮影で、当時 16 歳です。

＜写真：右＞　船頭平閘門の設計に携わっていた明治 30（1897）年の撮影で、右から滝四郎、ムメ、良三郎、英一郎、ハルです。

身
代
わ
り
弁
天
　
（

瑞
浪
市
日
吉
）

　
白
倉
村
の
久
作
は
、
貧
し
い
小
作
百
姓
で
、
中
山
道

の
馬
子
も
つ
と
め
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
二
番
目
娘

の
お
花
が
ほ
う
そ
う
を
患
っ
て
い
て
、
こ
の
ま
ま
で
は

顔
に
ひ
ど
い
ア
バ
タ
が
残
っ
て
し
ま
う
の
で

は
と
、
心
配
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
日
も
、
細
久
手
宿
か
ら
客
を
の
せ
て

大
湫
宿
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　
「
お
客
さ
ん
、
北
の
山
の
間
に
見
え
る
雪

の
山
が
加
賀
の
白
山
で
す
よ
」

　
「
そ
う
か
い
。
名
高
い
木
曽
川
は
ど
こ
を

流
れ
て
お
り
ま
す
か
な
」

　
「
木
曽
川
は
、
そ
れ
あ
の
谷
底
で
す
よ
」

　
そ
ん
な
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
ま
ん
中
に
祠
が

祀
っ
て
あ
る
美
し
い
池
に
で
ま
し
た
。
祠
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ

客
は
、
「
美
し
い
お
顔
を
し
た
弁
天
様
で
す
な
」
と
ほ
れ
ぼ
れ
と

弁
天
様
を
眺
め
て
い
ま
し
た
。

　
久
作
も
手
を
合
わ
せ
、
「
ど
う
か
お
花
の
顔
に
ア
バ
タ
が
で
き
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と

お
祈
り
し
ま
し
た
。

　
お
花
の
こ
と
を
聞
い
た
客
は
、
ほ
う
そ
う
の
な
お
り
ぎ
わ
に
塗
る
薬
の
作
り
方
を
教

え
れ
く
れ
ま
し
た
。

　
教
え
ら
れ
た
薬
を
つ
か
い
、
弁
天
様
に
か
か
さ
ず
お
祈
り
を
し
た
と
こ
ろ
、
お
花
の

ほ
う
そ
う
は
癒
え
、
ア
バ
タ
は
少
し
も
残
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
大
喜
び
し
た
久
作
が
、
お
礼
詣
り
に
行
っ
て
祠
を
の
ぞ
く
と
、
あ
の
美
し
い
弁
天
様

の
お
顔
が
、
馬
頭
観
音
様
と
見
間
違
え
る
よ
う
な
お
顔
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
「
な

ん
と
も
ふ
し
ぎ
な
こ
と
だ
。
弁
天
様
が
お
花
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
く
だ
さ
れ
た
。
あ

り
が
た
や
、
あ
り
が
た
や
」
久
作
は
う
れ
し
涙
を
流
し
て
何
度
も
お
礼
を
い
い
ま
し
た
。
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ふ
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中
山
道
と
木
曽
川
の
流
れ

　
江
戸
の
日
本
橋
を
起
点
に
、
京
都
の
三
条
大
橋

に
到
る
中
山
道
は
、
全
行
程
約
五
三
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
宿
場
数
六
十
九
（
東
海
道
と
共
通
す
る
大

津
・
草
津
宿
を
含
む
）
で
、
東
海
道
よ
り
約
四
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
長
く
、
宿
場
は
十
六
多
い
街

道
で
し
た
。
内
陸
部
を
通
る
た
め
比
較
的
山
道
が

多
く
、
日
数
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
大
河
の
増
水

に
よ
る
川
止
め
が
少
な
い
な
ど
利
点
も
あ
っ
て
、

中
山
道
を
選
ぶ
旅
客
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
は

じ
め
中
仙
道
と
も
表
記
さ
れ
ま
し
た
が
、
東
山
道

の
う
ち
の
中
筋
の
道
と
い
う
こ
と
で
、
享
保
元
（
一

七
一
六
）
年
に
中
山
道
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
庶

民
の
間
で
は
、
木
曽
谷
の
道
が
印
象
に
強
か
っ
た

の
か
木
曽
路
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、

京
都
か
ら
江
戸
に
向
か
う
公
家
の
姫
君
が
利
用
し

た
こ
と
か
ら
姫
街
道
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　
木
曽
川
流
域
に
お
け
る
中
山
道
の
経
路
を
、
川

筋
に
沿
っ
て
辿
る
と
、
松
本
平
か
ら
鳥
居
峠
を
越

え
て
木
曽
谷
に
入
り
、
木
曽
川
の
左
岸
を
南
下
し

ま
す
。
福
島
の
関
所
を
越
え
、
通
行
の
難
所
と
し

て
知
ら
れ
る
「
木
曽
の
桟
」
を
通
り
、
さ
ら
に
川

沿
い
を
下
っ
て
中
津
川
で
美
濃
に
入
り
ま
す
。
こ

の
辺
り
か
ら
木
曽
川
は
西
に
流
れ
を
変
え
、
中
山

道
は
南
方
を
離
れ
て
進
み
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
西
行

し
た
後
、
太
田
で
中
山
道
は
木
曽
川
を
渡
り
ま

す
。
「
大
田
の
渡
し
」
は
、
中
山
道
で
は
最
も
大

き
な
渡
し
場
で
、
し
ば
し
ば
川
止
め
に
な
り
、
道

中
の
難
所
の

一
つ
と
さ
れ

て

い

ま

し

た
。
木
曽
川

の
右
岸
に
出

た
中
山
道
は

し
ば
ら
く
川

に
沿
っ
て
進

み
、
鵜
沼
辺

り
か
ら
再
び

木
曽
川
か
ら

離
れ
、
北
側

の
各
務
原
台

地
を
西
に
進

み
、
河
渡
で

長
良
川
を
渡

り
ま
す
。
さ

ら
に
、
そ
の

先
の
「
呂
久

の
渡
し
」
で

揖
斐
川
を
渡

り
、
そ
の
ま

ま
西
行
し
て

関
ケ
原
を
抜

け
近
江
に
至
り
ま
す
。

　
瑞
浪
市
内
の
中
山
道
は
、
地
図
上
で
見
る
と
木

曽
川
の
近
く
を
通
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
辺
り
の

木
曽
川
は
深
い
渓
谷
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
湊
を

設
け
ら
れ
る
地
形
で
は
な
く
、
二
つ
の
交
通
路
は

関
連
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

瑞
浪
市
の
中
山
道
と
宿
場

　
中
山
道
の
経
路
の
多
く
は
、
古
代
の
官
道
・
東

山
道
を
改
修
し
た
道
で
し
た
が
、
一
部
の
区
間
は

新
た
に
開
削
し
て
い
ま
す
。
瑞
浪
市
を
通
る
大
井

宿
（
恵
那
市
）
～
御
嵩
宿
（
可
児
郡
御
嵩
町
）
間

は
、
土
岐
川
沿
い
を
通
っ
て
い
た
東
山
道
よ
り
北

方
を
通
る
新
道
で
し
た
。
こ
の
経
路
は
、
瑞
浪
市

北
部
の
丘
陵
地
を
東
西
に
通
り
、
険
し
い
峠
も
あ

る
山
道
で
し
た
が
、
こ
れ
は
幕
府
が
軍
事
上
の
観

点
か
ら
、
西

日
本
の
反
幕

府
勢
力
が
容

易
に
進
攻
で

き
な
い
よ
う
、

あ
え
て
地
形

的
に
通
行
が

厳
し
い
経
路

を
設
定
し
た

と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
細
久
手
宿
は
、
江
戸

時
代
を
通
し
て
宿
内
の
軒
数
は
六
十
軒
前
後
で
し

た
。

定
人
馬
役
の
生
計
と

下
街
道
と
の
争
論

　
中
山
道
は
、
あ
く
ま
で
官
公
用
の
交
通
路
と
し

て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
宿
場
に
は
公
用
継
立
て

（
官
公
物
資
の
運
送
）
の
義
務
を
負
っ
た
定
人
馬

役
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
中
山
道
で

は
、
一
宿
場
に
つ
き
二
十
五
軒
の
伝
馬
役
（
馬
役
）

と
二
十
五
軒
の
歩
行
役
（
か
つ
ぎ
役
）
が
定
め
ら

れ
、
一
日
当
た
り
二
十
五
人
疋
分
を
賦
役
し
ま
し

た
。
大
湫
・
細
久
手
宿
は
、
六
十
軒
程
度
の
小
宿

で
し
た
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
が
定
人
馬
役
で
し
た
。

　
公
用
継
立
て
が
増
加
し
、
定
人
馬
役
だ
け
で
は

負
担
で
き
な
く
な
る
と
、
幕
府
は
近
隣
の
村
々
を

助
郷
村
に
指
定
し
、
公
用
継
立
て
を
分
担
さ
せ
ま

し
た
。

　
定
人
馬
役
に
は
、
公
用
継
立
て
を
無
償
で
負
担

す
る
代
わ
り
に
、
民
間
の
荷
物
運
搬
の
仕
事
が
優

先
的
に
割
り
振
ら
れ
る
特
典
が
あ
り
ま
し
た
。
無

　
中
山
道
は
、

慶
長
七
（
一

六
〇
二
）
年

か
ら
整
備
が

は
じ
め
ら
れ
、

同
九
（
一
六

〇
四
）
年
大

湫
村
に
大
湫

宿
が
設
け
ら

れ
ま
し
た
。

も
と
も
と
の

大
湫
村
は
近

く
の
集
落
を
併
せ
て
も
二
十
軒
た
ら
ず
の
小
村

で
、
宿
場
と
し
て
整
備
さ
れ
た
後
で
も
六
～
七
十

軒
程
度
で
し
た
。
宿
場
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て

保
々
文
書
に
は
、
「
慶
長
九
辰
年
に
至
り
、
大
久

保
石
見
守
様
御
見
立
に
よ
っ
て
当
地
新
宿
に
被
仰

付
候
、
当
駅
の
儀
は
開
基
間
も
無
御
座
候
、
誠
に

小
高
小
宿
之
場
所
柄
に
付
、
本
陣
初
め
問
屋
役
所

等
可
相
勤
者
も
無
御
座
候
に
付
、
私
共
へ
本
陣
兼

問
屋
・
庄
屋
役
被
申
付
、
無
拠
相
勤
来
り
候
」
と

あ
り
、
人
口
の
少
な
い
山
間
地
に
突
然
宿
場
が
設

定
さ
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
大
井
宿
～
大
湫
宿
間
の

三
里
半
は
、
十
三
峠
と
呼

ば
れ
る
急
坂
の
多
い
山
道

が
続
き
、
大
湫
宿
～
御
嵩

宿
間
の
四
里
半
も
同
様
の

山
道
で
し
た
。
し
た
が
っ

て
大
湫
宿
と
御
嵩
宿
は
、

継
立
て
業
務
の
遂
行
に
難

渋
し
、
し
ば
し
ば
そ
の
窮

状
を
訴
え
出
て
い
ま
し

た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

大
久
保
石
見
守
が
両
宿
間

に
新
宿
を
設
け
る
よ
う
下

知
し
た
の
で
、
慶
長
十
一

（
一
六
〇
六
）
年
、
御
嵩

宿
よ
り
三
里
の
細
久
手
に

仮
宿
が
置
か
れ
、
同
十
五

（
一
六
一
〇
）
年
に
宿
場

償
の
公
用
継
立
て
と
、
優
遇
さ
れ
た
有
償
の
仕
事

の
バ
ラ
ン
ス
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
だ

け
で
は
定
人
馬
役
の
損
失
の
方
が
多
か
っ
た
と
思

わ
れ
、
そ
の
分
を
兼
業
の
旅
籠
屋
営
業
で
補
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
定
人
馬
役
の
家
屋
は
宿

の
表
通
り
に
割
り
あ
て
ら
れ
た
の
で
、
旅
籠
屋
の

営
業
に
有
利
で
し
た
。

　
民
間
の
荷
物
運
送
は
、
定
人
馬
役
の
主
要
な
収

入
で
あ
り
、
さ
ら
に
宿
場
に
も
手
数
料
が
入
り
ま

し
た
。
宿
場
の
経
済
を
維
持
す
る
た
め
に
、
信
濃

～
名
古
屋
間
の
商
人
荷
物
は
中
山
道
を
通
す
よ
う

に
決
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
中
山
道
開
設
以
前
か
ら

木
曽
谷
と
名
古
屋
を
結
ぶ
主
要
道
で
あ
っ
た
下
街

道
は
、
従
来
通
り
荷
物
輸
送
を
続
け
ま
し
た
。

　
中
山
道
の
宿
場
は
こ
れ
を
禁
じ
る
よ
う
訴
訟
を

起
し
、
寛
永
元
（
一
六
二
四
）
年
に
尾
張
藩
の
裁

定
で
下
街
道
の
荷
物
運
送
は
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
下
街
道
の
荷
物
輸
送
は
続
い

た
た
め
、
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
に
再
び
訴
訟

が
起
こ
さ
れ
、
下
街
道
の
荷
物
運
送
は
再
び
禁
じ

ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
も
年
月
が
経
つ
と
下
街
道
の
荷
物
輸
送

は
公
然
と
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
元
禄
二
（
一

六
八
九
）
年
に
三
回
目
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
固
く
下
街
道
の
荷
物
運
送
を
禁
じ

る
裁
定
が
下
り
、
こ
れ
を
厳
守
す
る
よ
う
関
係
者

に
通
達
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
長
期
に

及
ん
だ
争
論
は
終
わ
り
、
下
街
道
は
旅
客
中
心
の

街
道
と
な
り
ま
し
た
。

瑞
浪
市
の
中
山
道
の
史
跡

　
瑞
浪
市
の
中
山
道
は
、
明
治
以
後
に
設
営
さ
れ

た
主
要
道
路
や
鉄
道
が
南
の
土
岐
川
沿
い
を
通
っ

た
た
め
、
開
発
が
波
及
し
な
か
っ
た
の
で
、
街
道

の
景
観
を
と
ど
め
た
史
跡
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　
大
湫
宿
に
は
、
旧
森
川
訓
行
家
住
宅
・
保
々
家

住
宅
主
屋
・
三
浦
家
住
宅
主
屋
が
国
登
録
有
形
文

化
財
に
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
宿
場
の
景
観
を

よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。
細
久
手
宿
の
大
黒
屋
旅
館

は
、
か
つ
て
の
尾
張
藩
定
本
陣
で
、
現
在
の
建
物
は
、

■
参
考
資
料

　
『
瑞
浪
市
の
歴
史
』
　
　
昭
和
四
十
六
年
　
瑞
浪
市

　
『
日
本
地
名
大
辞
典
・
岐
阜
県
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
五
十
五
年
　
角
川
書
店

　
瑞
浪
市
を
通
る
中
山
道
は
、
土
岐
川
沿
い
の
東
山
道

よ
り
北
側
の
丘
陵
地
を
通
る
新
し
く
開
削
さ
れ
た
経
路

で
し
た
。
市
内
に
は
、
大
湫
宿
と
細
久
手
宿
の
二
宿
が

設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
小
宿
で
し
た
。

　
宿
場
経
営
に
大
き
く
影
響
す
る
物
資
の
運
送
を
巡
っ

て
、
下
街
道
の
宿

場
や
運
送
業
者
と

の
間
で
争
論
が
起

こ
っ
て
い
ま
し
た
。

瑞浪市を通る中山道と
大湫宿・細久手宿

安
政
六
（
一

八
五
九
）
年

に
再
建
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　
大
湫
宿
の

東
は
難
所
と

し
て
知
ら
れ

る
十
三
峠
を

越
え
る
道
で
、

樫
ノ
木
坂
の

石
畳
、
三
十

三
所
観
音
、

尻
冷
や
し
地
蔵
な
ど
の
史
跡
が
見
ら
れ
ま
す
。
大

湫
宿
と
細
久
手
宿
の
間
の
琵
琶
峠
は
、
七
〇
〇

メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
石
畳
が
敷
か
れ
て
お
り
、

名
所
と
し
て
木
曽
街
道
六
十
九
次
や
木
曽
路
名
所

図
会
に
画
か
れ
て
い
ま
す
。
琵
琶
峠
の
西
に
あ
る

弁
財
天
の
池
は
、
太
田
南
畝
の
「
壬
戌
紀
行
」
に
「
小

さ
き
池
あ
り
　
杜
若
生
ひ
し
げ
れ
り
　
池
の
中
に

弁
財
天
の
宮
あ
り
」
と
記
述
さ
れ
た
浅
い
池
で
、

小
島
に
天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
に
再
建
さ
れ
た

石
祠
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
瑞
浪
市
の
中
山
道
に
は
、
昔
の
ま
ま
の
姿

で
一
里
塚
が
残
っ
て
い
ま
す
。
東
か
ら
、
権
現
山

一
里
塚
、
八

瀬

沢

一

里

塚
、
奥
之
田

一
里
塚
、
鴨

之
巣
一
里
塚

で
、
連
続
し

て
四
ヶ
所
の

一

里

塚

が

残
っ
て
い
る

例
は
全
国
的

に
も
稀
で
す
。

お

お

く

て

ほ
そ
　

く
　

　

て
　

き
ょ
う
　

ほ
　

か
け
は
し

け
い
ち
ょ
う

じ
ょ
う

じ
ん
　

ば
　

や
く

の
り

ゆ
き

あ
ん

せ
い

な
ん
　

ぽ
　

じ
ん
じ
ゅ
つ

か
ん

え
い

け
い

あ
ん

げ
ん

ろ
く
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中
山
道
と
木
曽
川
の
流
れ

　
江
戸
の
日
本
橋
を
起
点
に
、
京
都
の
三
条
大
橋

に
到
る
中
山
道
は
、
全
行
程
約
五
三
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
宿
場
数
六
十
九
（
東
海
道
と
共
通
す
る
大

津
・
草
津
宿
を
含
む
）
で
、
東
海
道
よ
り
約
四
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
長
く
、
宿
場
は
十
六
多
い
街

道
で
し
た
。
内
陸
部
を
通
る
た
め
比
較
的
山
道
が

多
く
、
日
数
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
大
河
の
増
水

に
よ
る
川
止
め
が
少
な
い
な
ど
利
点
も
あ
っ
て
、

中
山
道
を
選
ぶ
旅
客
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
は

じ
め
中
仙
道
と
も
表
記
さ
れ
ま
し
た
が
、
東
山
道

の
う
ち
の
中
筋
の
道
と
い
う
こ
と
で
、
享
保
元
（
一

七
一
六
）
年
に
中
山
道
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
庶

民
の
間
で
は
、
木
曽
谷
の
道
が
印
象
に
強
か
っ
た

の
か
木
曽
路
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、

京
都
か
ら
江
戸
に
向
か
う
公
家
の
姫
君
が
利
用
し

た
こ
と
か
ら
姫
街
道
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　
木
曽
川
流
域
に
お
け
る
中
山
道
の
経
路
を
、
川

筋
に
沿
っ
て
辿
る
と
、
松
本
平
か
ら
鳥
居
峠
を
越

え
て
木
曽
谷
に
入
り
、
木
曽
川
の
左
岸
を
南
下
し

ま
す
。
福
島
の
関
所
を
越
え
、
通
行
の
難
所
と
し

て
知
ら
れ
る
「
木
曽
の
桟
」
を
通
り
、
さ
ら
に
川

沿
い
を
下
っ
て
中
津
川
で
美
濃
に
入
り
ま
す
。
こ

の
辺
り
か
ら
木
曽
川
は
西
に
流
れ
を
変
え
、
中
山

道
は
南
方
を
離
れ
て
進
み
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
西
行

し
た
後
、
太
田
で
中
山
道
は
木
曽
川
を
渡
り
ま

す
。
「
大
田
の
渡
し
」
は
、
中
山
道
で
は
最
も
大

き
な
渡
し
場
で
、
し
ば
し
ば
川
止
め
に
な
り
、
道

中
の
難
所
の

一
つ
と
さ
れ

て

い

ま

し

た
。
木
曽
川

の
右
岸
に
出

た
中
山
道
は

し
ば
ら
く
川

に
沿
っ
て
進

み
、
鵜
沼
辺

り
か
ら
再
び

木
曽
川
か
ら

離
れ
、
北
側

の
各
務
原
台

地
を
西
に
進

み
、
河
渡
で

長
良
川
を
渡

り
ま
す
。
さ

ら
に
、
そ
の

先
の
「
呂
久

の
渡
し
」
で

揖
斐
川
を
渡

り
、
そ
の
ま

ま
西
行
し
て

関
ケ
原
を
抜

け
近
江
に
至
り
ま
す
。

　
瑞
浪
市
内
の
中
山
道
は
、
地
図
上
で
見
る
と
木

曽
川
の
近
く
を
通
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
辺
り
の

木
曽
川
は
深
い
渓
谷
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
湊
を

設
け
ら
れ
る
地
形
で
は
な
く
、
二
つ
の
交
通
路
は

関
連
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

瑞
浪
市
の
中
山
道
と
宿
場

　
中
山
道
の
経
路
の
多
く
は
、
古
代
の
官
道
・
東

山
道
を
改
修
し
た
道
で
し
た
が
、
一
部
の
区
間
は

新
た
に
開
削
し
て
い
ま
す
。
瑞
浪
市
を
通
る
大
井

宿
（
恵
那
市
）
～
御
嵩
宿
（
可
児
郡
御
嵩
町
）
間

は
、
土
岐
川
沿
い
を
通
っ
て
い
た
東
山
道
よ
り
北

方
を
通
る
新
道
で
し
た
。
こ
の
経
路
は
、
瑞
浪
市

北
部
の
丘
陵
地
を
東
西
に
通
り
、
険
し
い
峠
も
あ

る
山
道
で
し
た
が
、
こ
れ
は
幕
府
が
軍
事
上
の
観

点
か
ら
、
西

日
本
の
反
幕

府
勢
力
が
容

易
に
進
攻
で

き
な
い
よ
う
、

あ
え
て
地
形

的
に
通
行
が

厳
し
い
経
路

を
設
定
し
た

と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
細
久
手
宿
は
、
江
戸

時
代
を
通
し
て
宿
内
の
軒
数
は
六
十
軒
前
後
で
し

た
。

定
人
馬
役
の
生
計
と

下
街
道
と
の
争
論

　
中
山
道
は
、
あ
く
ま
で
官
公
用
の
交
通
路
と
し

て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
宿
場
に
は
公
用
継
立
て

（
官
公
物
資
の
運
送
）
の
義
務
を
負
っ
た
定
人
馬

役
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
中
山
道
で

は
、
一
宿
場
に
つ
き
二
十
五
軒
の
伝
馬
役
（
馬
役
）

と
二
十
五
軒
の
歩
行
役
（
か
つ
ぎ
役
）
が
定
め
ら

れ
、
一
日
当
た
り
二
十
五
人
疋
分
を
賦
役
し
ま
し

た
。
大
湫
・
細
久
手
宿
は
、
六
十
軒
程
度
の
小
宿

で
し
た
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
が
定
人
馬
役
で
し
た
。

　
公
用
継
立
て
が
増
加
し
、
定
人
馬
役
だ
け
で
は

負
担
で
き
な
く
な
る
と
、
幕
府
は
近
隣
の
村
々
を

助
郷
村
に
指
定
し
、
公
用
継
立
て
を
分
担
さ
せ
ま

し
た
。

　
定
人
馬
役
に
は
、
公
用
継
立
て
を
無
償
で
負
担

す
る
代
わ
り
に
、
民
間
の
荷
物
運
搬
の
仕
事
が
優

先
的
に
割
り
振
ら
れ
る
特
典
が
あ
り
ま
し
た
。
無

　
中
山
道
は
、

慶
長
七
（
一

六
〇
二
）
年

か
ら
整
備
が

は
じ
め
ら
れ
、

同
九
（
一
六

〇
四
）
年
大

湫
村
に
大
湫

宿
が
設
け
ら

れ
ま
し
た
。

も
と
も
と
の

大
湫
村
は
近

く
の
集
落
を
併
せ
て
も
二
十
軒
た
ら
ず
の
小
村

で
、
宿
場
と
し
て
整
備
さ
れ
た
後
で
も
六
～
七
十

軒
程
度
で
し
た
。
宿
場
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て

保
々
文
書
に
は
、
「
慶
長
九
辰
年
に
至
り
、
大
久

保
石
見
守
様
御
見
立
に
よ
っ
て
当
地
新
宿
に
被
仰

付
候
、
当
駅
の
儀
は
開
基
間
も
無
御
座
候
、
誠
に

小
高
小
宿
之
場
所
柄
に
付
、
本
陣
初
め
問
屋
役
所

等
可
相
勤
者
も
無
御
座
候
に
付
、
私
共
へ
本
陣
兼

問
屋
・
庄
屋
役
被
申
付
、
無
拠
相
勤
来
り
候
」
と

あ
り
、
人
口
の
少
な
い
山
間
地
に
突
然
宿
場
が
設

定
さ
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
大
井
宿
～
大
湫
宿
間
の

三
里
半
は
、
十
三
峠
と
呼

ば
れ
る
急
坂
の
多
い
山
道

が
続
き
、
大
湫
宿
～
御
嵩

宿
間
の
四
里
半
も
同
様
の

山
道
で
し
た
。
し
た
が
っ

て
大
湫
宿
と
御
嵩
宿
は
、

継
立
て
業
務
の
遂
行
に
難

渋
し
、
し
ば
し
ば
そ
の
窮

状
を
訴
え
出
て
い
ま
し

た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

大
久
保
石
見
守
が
両
宿
間

に
新
宿
を
設
け
る
よ
う
下

知
し
た
の
で
、
慶
長
十
一

（
一
六
〇
六
）
年
、
御
嵩

宿
よ
り
三
里
の
細
久
手
に

仮
宿
が
置
か
れ
、
同
十
五

（
一
六
一
〇
）
年
に
宿
場

償
の
公
用
継
立
て
と
、
優
遇
さ
れ
た
有
償
の
仕
事

の
バ
ラ
ン
ス
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
だ

け
で
は
定
人
馬
役
の
損
失
の
方
が
多
か
っ
た
と
思

わ
れ
、
そ
の
分
を
兼
業
の
旅
籠
屋
営
業
で
補
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
定
人
馬
役
の
家
屋
は
宿

の
表
通
り
に
割
り
あ
て
ら
れ
た
の
で
、
旅
籠
屋
の

営
業
に
有
利
で
し
た
。

　
民
間
の
荷
物
運
送
は
、
定
人
馬
役
の
主
要
な
収

入
で
あ
り
、
さ
ら
に
宿
場
に
も
手
数
料
が
入
り
ま

し
た
。
宿
場
の
経
済
を
維
持
す
る
た
め
に
、
信
濃

～
名
古
屋
間
の
商
人
荷
物
は
中
山
道
を
通
す
よ
う

に
決
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
中
山
道
開
設
以
前
か
ら

木
曽
谷
と
名
古
屋
を
結
ぶ
主
要
道
で
あ
っ
た
下
街

道
は
、
従
来
通
り
荷
物
輸
送
を
続
け
ま
し
た
。

　
中
山
道
の
宿
場
は
こ
れ
を
禁
じ
る
よ
う
訴
訟
を

起
し
、
寛
永
元
（
一
六
二
四
）
年
に
尾
張
藩
の
裁

定
で
下
街
道
の
荷
物
運
送
は
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
下
街
道
の
荷
物
輸
送
は
続
い

た
た
め
、
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
に
再
び
訴
訟

が
起
こ
さ
れ
、
下
街
道
の
荷
物
運
送
は
再
び
禁
じ

ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
も
年
月
が
経
つ
と
下
街
道
の
荷
物
輸
送

は
公
然
と
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
元
禄
二
（
一

六
八
九
）
年
に
三
回
目
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
固
く
下
街
道
の
荷
物
運
送
を
禁
じ

る
裁
定
が
下
り
、
こ
れ
を
厳
守
す
る
よ
う
関
係
者

に
通
達
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
長
期
に

及
ん
だ
争
論
は
終
わ
り
、
下
街
道
は
旅
客
中
心
の

街
道
と
な
り
ま
し
た
。

瑞
浪
市
の
中
山
道
の
史
跡

　
瑞
浪
市
の
中
山
道
は
、
明
治
以
後
に
設
営
さ
れ

た
主
要
道
路
や
鉄
道
が
南
の
土
岐
川
沿
い
を
通
っ

た
た
め
、
開
発
が
波
及
し
な
か
っ
た
の
で
、
街
道

の
景
観
を
と
ど
め
た
史
跡
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　
大
湫
宿
に
は
、
旧
森
川
訓
行
家
住
宅
・
保
々
家

住
宅
主
屋
・
三
浦
家
住
宅
主
屋
が
国
登
録
有
形
文

化
財
に
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
宿
場
の
景
観
を

よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。
細
久
手
宿
の
大
黒
屋
旅
館

は
、
か
つ
て
の
尾
張
藩
定
本
陣
で
、
現
在
の
建
物
は
、

■
参
考
資
料

　
『
瑞
浪
市
の
歴
史
』
　
　
昭
和
四
十
六
年
　
瑞
浪
市

　
『
日
本
地
名
大
辞
典
・
岐
阜
県
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
五
十
五
年
　
角
川
書
店

　
瑞
浪
市
を
通
る
中
山
道
は
、
土
岐
川
沿
い
の
東
山
道

よ
り
北
側
の
丘
陵
地
を
通
る
新
し
く
開
削
さ
れ
た
経
路

で
し
た
。
市
内
に
は
、
大
湫
宿
と
細
久
手
宿
の
二
宿
が

設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
小
宿
で
し
た
。

　
宿
場
経
営
に
大
き
く
影
響
す
る
物
資
の
運
送
を
巡
っ

て
、
下
街
道
の
宿

場
や
運
送
業
者
と

の
間
で
争
論
が
起

こ
っ
て
い
ま
し
た
。

瑞浪市を通る中山道と
大湫宿・細久手宿

安
政
六
（
一

八
五
九
）
年

に
再
建
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　
大
湫
宿
の

東
は
難
所
と

し
て
知
ら
れ

る
十
三
峠
を

越
え
る
道
で
、

樫
ノ
木
坂
の

石
畳
、
三
十

三
所
観
音
、

尻
冷
や
し
地
蔵
な
ど
の
史
跡
が
見
ら
れ
ま
す
。
大

湫
宿
と
細
久
手
宿
の
間
の
琵
琶
峠
は
、
七
〇
〇

メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
石
畳
が
敷
か
れ
て
お
り
、

名
所
と
し
て
木
曽
街
道
六
十
九
次
や
木
曽
路
名
所

図
会
に
画
か
れ
て
い
ま
す
。
琵
琶
峠
の
西
に
あ
る

弁
財
天
の
池
は
、
太
田
南
畝
の
「
壬
戌
紀
行
」
に
「
小

さ
き
池
あ
り
　
杜
若
生
ひ
し
げ
れ
り
　
池
の
中
に

弁
財
天
の
宮
あ
り
」
と
記
述
さ
れ
た
浅
い
池
で
、

小
島
に
天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
に
再
建
さ
れ
た

石
祠
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
瑞
浪
市
の
中
山
道
に
は
、
昔
の
ま
ま
の
姿

で
一
里
塚
が
残
っ
て
い
ま
す
。
東
か
ら
、
権
現
山

一
里
塚
、
八

瀬

沢

一

里

塚
、
奥
之
田

一
里
塚
、
鴨

之
巣
一
里
塚

で
、
連
続
し

て
四
ヶ
所
の

一

里

塚

が

残
っ
て
い
る

例
は
全
国
的

に
も
稀
で
す
。

お

お

く

て

ほ
そ
　

く
　

　

て
　

き
ょ
う
　

ほ
　

か
け
は
し

け
い
ち
ょ
う

じ
ょ
う

じ
ん
　

ば
　

や
く

の
り

ゆ
き

あ
ん

せ
い

な
ん
　

ぽ
　

じ
ん
じ
ゅ
つ

か
ん

え
い

け
い

あ
ん

げ
ん

ろ
く

琵琶峠　<提供 :瑞浪市役所 >

瑞浪市

瑞浪市���

木曽川（天狗塚展望台より）

<提供 :瑞浪市観光協会 >

十三峠　<提供 :瑞浪市観光協会 >

瑞浪市における時代別主要街道

木曽川

④中山道

細久手宿

大湫宿

①東征の道

③鎌倉街道
②東山道

⑥中央自動車道
⑤国道19号 土岐川土岐川

①太古の東征の道（近世の下街道）
②古代の東山道
③中世の鎌倉街道（近世の中街道）
④近世の中山道
⑤国道19号
⑥中央自動車道

大湫宿　<提供 :瑞浪市役所 >

細久手宿　<提供 :瑞浪市役所 >

弁財天の池　<提供 :瑞浪市役所 >八瀬沢一里塚　<提供 :瑞浪市役所 >
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防
災
溜
池
と
し
て
着
工
さ
れ
た

松
野
ダ
ム

　
岐
阜
県
瑞
浪
市
の
西
端
、
御
嵩
町
と
の
境
に
接

し
て
い
る
松
野
ダ
ム
は
、
木
曽
川
支
流
・
可
児
川

に
設
け
ら
れ
た
洪
水
調
整
と
か
ん
が
い
用
の
ダ
ム

で
、
岐
阜
県
と
水
資
源
機
構
が
共
同
で
所
有
・
管

理
し
て
い
ま
す
。

　
可
児
川
は
瑞
浪
市
西
部
に
源
を
発
し
、
可
児
市

土
田
で
木
曽
川
に
注
い
で
い
ま
す
が
、
河
道
が
蛇

行
し
河
床
が
高
い
上
、
大
雨
が
降
る
と
、
周
囲
の

山
地
か
ら
小
河
川
が
急
流
と
な
っ
て
流
れ
込
む
の

で
、
川
沿
い
の
田
畑
や
住
宅
地
が
冠
水
す
る
被
害

を
し
ば
し
ば
も
た
ら
し
ま
し
た
。
ま
た
、
可
児
川

の
水
は
流
域
の
水
田
を
潤
し
て
き
ま
し
た
が
、
日

照
り
に
な
る
と
十
分
な
水
量
を
確
保
で
き
な
く
な

り
、
水
争
い
を
起
こ
し
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た

状
況
を
改
善
す
る
た
め
、
岐
阜
県
は
戦
後
間
も
な

い
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
、
可
児
川
の
本

支
流
九
ヶ
所
に
洪
水
調
整
と
貯
水
を
目
的
と
し
た

ダ
ム
を
築
造
す
る
「
可
児
川
防
災
溜
池
事
業
」
に

着
手
し
ま
し
た
。
防
災
ダ
ム
は
、
急
激
に
流
れ
る

出
水
を
調
節
し
て
洪
水
被
害
を
減
少
す
る
と
と
も

に
、
貯
水
池
と
し
て
灌
漑
用
水
の
供
給
源
に
す
る

と
い
う
も
の
で
す
。

　
事
業
は
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
ま
で
に
支

流
に
八
基
の

防
災
ダ
ム
が

竣
工
し
ま
し

た
。
本
流
上

流
部
で
は
、

昭
和
二
十
八

（
一
九
五
三
）

年
に
鬼
岩
公

園
の
奥
に
松

野
ダ
ム
建
設

が
着
工
、
資

材

運

搬

道

路
か
ら
分
岐
し
て
送
水
す
る
支
線
水
路
約
一
，
〇

〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
な
る
国
家
的
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。

　
水
源
の
牧
尾
ダ
ム
は
有
効
貯
水
量
が
七
五
，
〇

〇
〇
万
立
方
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
し
た
が
、
愛
知
用

水
公
団
は
計
画
時
よ
り
補
助
水
源
の
必
要
を
考
え

て
お
り
、
事
業
基
本
計
画
の
補
助
溜
池
の
項
に
は

「
区
域
内
の
適
当
な
地
点
に
あ
る
溜
池
の
土
堰
堤

を
か
さ
上
げ
、
ま
た
は
新
設
し
、
必
要
な
増
加
貯

水
量
約
一
，
五
〇
〇
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
貯
水
を

確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
定
の
な
か
で
、
建
設
中
の
松
野
ダ
ム
も
対

象
と
な
り
、
岐
阜
県
に
共
有
の
要
請
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

　
検
討
の
結
果
、
松
野
ダ
ム
は
共
同
事
業
と
な

り
、
昭
和
三
十
三
（
一
九
五
八
）
年
に
工
事
を
再

開
、
昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
に
竣
工
し
ま

し
た
。
ダ
ム
の
完
成
で
、
松
野
集
落
十
三
戸
と
そ

の
農
地
一
帯
が
ダ
ム
湖
に
沈
み
ま
し
た
。

　
ダ
ム
湖
の
有
効
貯
水
量
は
三
三
一
万
立
方
メ
ー

ト
ル
で
、
そ
の
う
ち
二
三
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を

愛
知
用
水
が
灌
漑
用
水
と
し
て
使
用
し
、
残
り
の

九
六
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
可
児
川
防
災
事
業
の
洪

水
調
整
計
画
分
と
し
ま
し
た
。
灌
漑
用
水
分
は
愛

農
協
の
ほ
か
、
自
治
会
な
ど
に
も
参
加
を
呼
び
か

け
、
行
政
と
地
元
の
団
体
・
法
人
が
協
力
し
て
活

動
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
松
野
湖
と
可
児
川
を
美
し
く
す
る
会
」
で
は
、

定
期
的
に
水
質
調
査
や
環
境
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行

い
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
イ
ベ
ン
ト
「
松
野
湖
ク
リ
ー

ン
作
戦
」
を
毎
年
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
活
動
の

継
続
に
よ
っ
て
、
住
民
の
参
加
も
進
み
、
住
民
・

会
員
の
視
野
が
広
が
り
環
境
保
全
へ
の
認
識
が
深

ま
り
ま
し
た
。
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
の

「
松
野
湖
ク
リ
ー
ン
作
戦
」
は
、
十
一
月
十
九
日

に
行
わ
れ
、
住
民
二
八
六
人
が
参
加
、
清
掃
に
よ

り
可
燃
ご
み
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
不
燃
ご
み
二

八
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
回
収
し
ま
し
た
。

知
用
水
の
放
流
計
画
に
し
た
が
っ
て
可
児
川
に
放

流
し
、
下
流
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
点
の
御
嵩
町

顔
戸
に
お
い
て
、
新
設
す
る
頭
首
工
か
ら
最
大
毎

秒
一
・
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
を
取
水
、
こ
の
水
は
愛

知
用
水
幹
線
水
路
沿
い
の
高
位
部
を
灌
漑
し
、
そ

の
流
末
は
可
児
市
川
合
で
愛
知
用
水
幹
線
水
路
と

合
流
し
ま
す
。
洪
水
調
整
分
は
、
可
児
川
防
災
溜

池
管
理
お
よ
び
操
作
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
出
水

と
同
時
に
全
量
を
貯
水
し
、
満
水
と
な
れ
ば
余
水

吐
か
ら
越
流
さ
せ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

松
野
湖
の
富
栄
養
化
と

環
境
保
全
活
動

　
松
野
ダ
ム
の
貯
水
池
は
、
満
水
面
積
〇
・
三
四

キ
ロ
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
松
野
湖
ま
た
は
松
野
池

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ボ
ー
ト
遊
び
が
楽
し
め
る

ほ
か
、
フ
ナ
・
コ
イ
・
マ
ス
の
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
知
ら
れ
、
冬
に
は
ワ
カ
サ
ギ
釣
り

も
楽
し
め
る
の
で
各
地
か
ら
釣
り
マ
ニ
ア
が
訪
れ

ま
す
。

　
し
か
し
、
松
野
湖
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
、

富
栄
養
化
が
進
み
水
質
悪
化
が
問
題
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
富
栄
養
化
は
、
水
中
の
窒
素
や
リ
ン
な

■
参
考
資
料

　
『
愛
知
用
水
史
』

　
　
　
　
　
　
　
昭
和
四
十
三
年
　
愛
知
用
水
公
団

　
『
日
本
地
名
大
辞
典
・
岐
阜
県
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
五
十
五
年
　
角
川
書
店

　
『
御
嵩
町
史
　

通
史
編
』
　
　
　

平
成
四
年
　
御
嵩
町

　
『
岐
阜
県
公
害
研
究
所
年
報
　

15
』　
昭
和
六
十
二
年

　
『
岐
阜
県
公
害
研
究
所
年
報
　

19
』
　
　
　

平
成
三
年

　
『
朝
日
新
聞
　
朝
刊
　1

9
9
0
.
3
.
2
1

』

　
『
岐
阜
新
聞
　
朝
刊
　1

9
8
8
.
8
.
1
8

』

路
・
仮
排
水
ト
ン
ネ
ル
・
床
堀
の
一
部
お
よ
び
コ

ン
ク
リ
ー
ト
止
水
壁
が
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）

年
時
点
で
施
工
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

当
時
愛
知
用
水
を
計
画
中
だ
っ
た
愛
知
用
水
公
団

（
現
・
水
資
源
機
構
）
か
ら
、
松
野
ダ
ム
を
補
助

水
源
と
し
て
共
有
し
た
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
、

検
討
・
調
査
の
た
め
昭
和
三
十
一
（
一
九
五
六
）

年
に
工
事
は
中
断
さ
れ
ま
し
た
。

愛
知
用
水
と
共
同
事
業

　
大
き
な
河
川
が
無
く
水
不
足
に
苦
し
ん
で
き
た

知
多
半
島
の
人
々
は
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）

年
の
旱
魃
で
溜
池
が
干
上
が
り
大
き
な
被
害
を
受

け
た
の
を
機
に
、
木
曽
川
か
ら
導
水
す
る
用
水
建

設
を
求
め
る
運
動
を
起
こ
し
ま
し
た
。
国
に
陳
情

し
た
結
果
、
国
策
と
し
て
用
水
路
建
設
が
進
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年

に
愛
知
用
水
公
団
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
愛
知
用
水
建
設
は
、
水
源
と
し
て
長
野
県
木
曽

町
の
大
滝
川
に
牧
尾
ダ
ム
を
設
け
、
岐
阜
県
八
百

津
町
の
兼
山
取
水
口
か
ら
知
多
半
島
に
送
水
す
る

約
一
一
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
幹
線
水
路
、
幹
線
水

ど
の
濃
度
が
上
昇
す
る
現
象
で
、
下
水
・
農
工
業

排
水
な
ど
が
原
因
で
お
こ
り
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の

異
常
増
殖
な
ど
水
質
が
悪
化
し
ま
す
。
松
野
湖
の

汚
濁
と
臭
い
水
は
、
ヘ
ラ
ブ
ナ
釣
り
の
客
離
れ
を

招
き
、
収
益
の
七
割
以
上
を
松
野
湖
に
頼
る
可
児

漁
協
に
大
き
な
痛
手
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
下

流
の
可
児
川
沿
い
の
鬼
岩
温
泉
で
は
、
川
の
汚
濁

と
悪
臭
が
観
光
地
と
し
て
の
死
活
問
題
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　
調
査
に
よ
っ
て
汚
染
の
大
部
分
が
、
流
入
す
る

平
岩
川
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
り
、
汚
染
発
生
源
調
査
か
ら
、
こ
の
流

域
に
立
地
す
る
養
鶏
場
か
ら
の
排
水
が
大
き
な
割

合
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
岐
阜
県
環
境
管
理
課
と
保
健
所
が
、
養
鶏
場

に
改
善
指
導
を
行
い
、
昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）

年
、
排
水
処
理
施
設
の
設
置
、
鶏
糞
堆
積
施
設
の

増
設
な
ど
の
対
策
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
対
策

に
よ
っ
て
平
岩
川
の

T

－N

（
総
窒
素
）
お
よ
び

T

－P

（
総
リ
ン
）
濃
度
が
半
減
し
、
松
野
湖
の
水

質
も
大
き
く
改
善
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
に
は
、
底
質

の
脱
水
と
凝
固
化
に
よ
る
底
泥
の
巻
き
上
げ
の
抑

制
や
湖
水
の
入
れ
替
え
に
よ
る
水
質
改
善
効
果
な

ど
を
期
待
し
て
、
取
水
塔
の
改
修
を
兼
ね
て
抜
水

を
行
い
ま
し
た
。
同
年
十
月
に
は
、
地
域
住
民
に

松
野
湖
の
現
状
と
水
質
浄
化
の
必
要
性
を
認
識
し

て
も
ら
う
た
め
、
保
健
所
主
催
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト

「
ブ
ル
ー
ア
ッ
プ
松
野
湖
」
が
開
催
さ
れ
、
地
域

住
民
を
は
じ
め
松
野
湖
管
理
者
、
岐
阜
県
公
害
研

究
所
、
観
光
協
会
、
漁
業
協
同
組
合
な
ど
幅
広
い

分
野
か
ら
参
加
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
、
可
児
市
・
瑞
浪
市
・

御
嵩
町
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
「
松
野
湖
と
可
児

川
を
美
し
く
す
る
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。
松
野

湖
と
可
児
川
の
汚
濁
防
止
と
環
境
保
全
・
整
備
を

通
し
て
、
生
活
環
境
の
向
上
と
地
域
産
業
の
振
興

を
目
的
と
し
、
漁
業
協
同
組
合
、
商
工
会
議
所
、

　
可
児
川
防
災
溜
池
事
業
の
一
環
と
し
て
建
設
が
進
ん

で
い
た
松
野
ダ
ム
は
、
計
画
変
更
し
て
愛
知
用
水
と
の

共
同
事
業
と
し
て
、
昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
に

竣
工
し
ま
し
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
ダ
ム
湖

の
水
質
悪
化
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
岐
阜
県
の
対
策
に
よ
っ
て
水
質
は
改
善
さ

れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
こ
の
当
時
発
足
し
た
「
松
野
湖

と
可
児
川
を
美
し
く
す
る
会
」
は
、
現
在
も
活
動
を
継

続
し
て
い
ま
す
。
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防
災
溜
池
と
し
て
着
工
さ
れ
た

松
野
ダ
ム

　
岐
阜
県
瑞
浪
市
の
西
端
、
御
嵩
町
と
の
境
に
接

し
て
い
る
松
野
ダ
ム
は
、
木
曽
川
支
流
・
可
児
川

に
設
け
ら
れ
た
洪
水
調
整
と
か
ん
が
い
用
の
ダ
ム

で
、
岐
阜
県
と
水
資
源
機
構
が
共
同
で
所
有
・
管

理
し
て
い
ま
す
。

　
可
児
川
は
瑞
浪
市
西
部
に
源
を
発
し
、
可
児
市

土
田
で
木
曽
川
に
注
い
で
い
ま
す
が
、
河
道
が
蛇

行
し
河
床
が
高
い
上
、
大
雨
が
降
る
と
、
周
囲
の

山
地
か
ら
小
河
川
が
急
流
と
な
っ
て
流
れ
込
む
の

で
、
川
沿
い
の
田
畑
や
住
宅
地
が
冠
水
す
る
被
害

を
し
ば
し
ば
も
た
ら
し
ま
し
た
。
ま
た
、
可
児
川

の
水
は
流
域
の
水
田
を
潤
し
て
き
ま
し
た
が
、
日

照
り
に
な
る
と
十
分
な
水
量
を
確
保
で
き
な
く
な

り
、
水
争
い
を
起
こ
し
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た

状
況
を
改
善
す
る
た
め
、
岐
阜
県
は
戦
後
間
も
な

い
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
、
可
児
川
の
本

支
流
九
ヶ
所
に
洪
水
調
整
と
貯
水
を
目
的
と
し
た

ダ
ム
を
築
造
す
る
「
可
児
川
防
災
溜
池
事
業
」
に

着
手
し
ま
し
た
。
防
災
ダ
ム
は
、
急
激
に
流
れ
る

出
水
を
調
節
し
て
洪
水
被
害
を
減
少
す
る
と
と
も

に
、
貯
水
池
と
し
て
灌
漑
用
水
の
供
給
源
に
す
る

と
い
う
も
の
で
す
。

　
事
業
は
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
ま
で
に
支

流
に
八
基
の

防
災
ダ
ム
が

竣
工
し
ま
し

た
。
本
流
上

流
部
で
は
、

昭
和
二
十
八

（
一
九
五
三
）

年
に
鬼
岩
公

園
の
奥
に
松

野
ダ
ム
建
設

が
着
工
、
資

材

運

搬

道

路
か
ら
分
岐
し
て
送
水
す
る
支
線
水
路
約
一
，
〇

〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
な
る
国
家
的
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。

　
水
源
の
牧
尾
ダ
ム
は
有
効
貯
水
量
が
七
五
，
〇

〇
〇
万
立
方
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
し
た
が
、
愛
知
用

水
公
団
は
計
画
時
よ
り
補
助
水
源
の
必
要
を
考
え

て
お
り
、
事
業
基
本
計
画
の
補
助
溜
池
の
項
に
は

「
区
域
内
の
適
当
な
地
点
に
あ
る
溜
池
の
土
堰
堤

を
か
さ
上
げ
、
ま
た
は
新
設
し
、
必
要
な
増
加
貯

水
量
約
一
，
五
〇
〇
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
貯
水
を

確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
定
の
な
か
で
、
建
設
中
の
松
野
ダ
ム
も
対

象
と
な
り
、
岐
阜
県
に
共
有
の
要
請
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

　
検
討
の
結
果
、
松
野
ダ
ム
は
共
同
事
業
と
な

り
、
昭
和
三
十
三
（
一
九
五
八
）
年
に
工
事
を
再

開
、
昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
に
竣
工
し
ま

し
た
。
ダ
ム
の
完
成
で
、
松
野
集
落
十
三
戸
と
そ

の
農
地
一
帯
が
ダ
ム
湖
に
沈
み
ま
し
た
。

　
ダ
ム
湖
の
有
効
貯
水
量
は
三
三
一
万
立
方
メ
ー

ト
ル
で
、
そ
の
う
ち
二
三
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を

愛
知
用
水
が
灌
漑
用
水
と
し
て
使
用
し
、
残
り
の

九
六
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
可
児
川
防
災
事
業
の
洪

水
調
整
計
画
分
と
し
ま
し
た
。
灌
漑
用
水
分
は
愛

農
協
の
ほ
か
、
自
治
会
な
ど
に
も
参
加
を
呼
び
か

け
、
行
政
と
地
元
の
団
体
・
法
人
が
協
力
し
て
活

動
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
松
野
湖
と
可
児
川
を
美
し
く
す
る
会
」
で
は
、

定
期
的
に
水
質
調
査
や
環
境
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行

い
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
イ
ベ
ン
ト
「
松
野
湖
ク
リ
ー

ン
作
戦
」
を
毎
年
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
活
動
の

継
続
に
よ
っ
て
、
住
民
の
参
加
も
進
み
、
住
民
・

会
員
の
視
野
が
広
が
り
環
境
保
全
へ
の
認
識
が
深

ま
り
ま
し
た
。
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
の

「
松
野
湖
ク
リ
ー
ン
作
戦
」
は
、
十
一
月
十
九
日

に
行
わ
れ
、
住
民
二
八
六
人
が
参
加
、
清
掃
に
よ

り
可
燃
ご
み
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
不
燃
ご
み
二

八
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
回
収
し
ま
し
た
。

知
用
水
の
放
流
計
画
に
し
た
が
っ
て
可
児
川
に
放

流
し
、
下
流
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
点
の
御
嵩
町

顔
戸
に
お
い
て
、
新
設
す
る
頭
首
工
か
ら
最
大
毎

秒
一
・
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
を
取
水
、
こ
の
水
は
愛

知
用
水
幹
線
水
路
沿
い
の
高
位
部
を
灌
漑
し
、
そ

の
流
末
は
可
児
市
川
合
で
愛
知
用
水
幹
線
水
路
と

合
流
し
ま
す
。
洪
水
調
整
分
は
、
可
児
川
防
災
溜

池
管
理
お
よ
び
操
作
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
出
水

と
同
時
に
全
量
を
貯
水
し
、
満
水
と
な
れ
ば
余
水

吐
か
ら
越
流
さ
せ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

松
野
湖
の
富
栄
養
化
と

環
境
保
全
活
動

　
松
野
ダ
ム
の
貯
水
池
は
、
満
水
面
積
〇
・
三
四

キ
ロ
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
松
野
湖
ま
た
は
松
野
池

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ボ
ー
ト
遊
び
が
楽
し
め
る

ほ
か
、
フ
ナ
・
コ
イ
・
マ
ス
の
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
知
ら
れ
、
冬
に
は
ワ
カ
サ
ギ
釣
り

も
楽
し
め
る
の
で
各
地
か
ら
釣
り
マ
ニ
ア
が
訪
れ

ま
す
。

　
し
か
し
、
松
野
湖
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
、

富
栄
養
化
が
進
み
水
質
悪
化
が
問
題
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
富
栄
養
化
は
、
水
中
の
窒
素
や
リ
ン
な
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ト
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床
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お
よ
び
コ
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ト
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が
昭
和
三
十
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一
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年
時
点
で
施
工
さ
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て
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。
と
こ
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が
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時
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知
用
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を
計
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中
だ
っ
た
愛
知
用
水
公
団

（
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水
資
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か
ら
、
松
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ダ
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を
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助
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と
し
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し
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り
、

検
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た
め
昭
和
三
十
一
（
一
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六
）

年
に
工
事
は
中
断
さ
れ
ま
し
た
。

愛
知
用
水
と
共
同
事
業

　
大
き
な
河
川
が
無
く
水
不
足
に
苦
し
ん
で
き
た

知
多
半
島
の
人
々
は
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）

年
の
旱
魃
で
溜
池
が
干
上
が
り
大
き
な
被
害
を
受

け
た
の
を
機
に
、
木
曽
川
か
ら
導
水
す
る
用
水
建

設
を
求
め
る
運
動
を
起
こ
し
ま
し
た
。
国
に
陳
情

し
た
結
果
、
国
策
と
し
て
用
水
路
建
設
が
進
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年

に
愛
知
用
水
公
団
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
愛
知
用
水
建
設
は
、
水
源
と
し
て
長
野
県
木
曽

町
の
大
滝
川
に
牧
尾
ダ
ム
を
設
け
、
岐
阜
県
八
百

津
町
の
兼
山
取
水
口
か
ら
知
多
半
島
に
送
水
す
る

約
一
一
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
幹
線
水
路
、
幹
線
水

ど
の
濃
度
が
上
昇
す
る
現
象
で
、
下
水
・
農
工
業

排
水
な
ど
が
原
因
で
お
こ
り
、
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の

異
常
増
殖
な
ど
水
質
が
悪
化
し
ま
す
。
松
野
湖
の

汚
濁
と
臭
い
水
は
、
ヘ
ラ
ブ
ナ
釣
り
の
客
離
れ
を

招
き
、
収
益
の
七
割
以
上
を
松
野
湖
に
頼
る
可
児

漁
協
に
大
き
な
痛
手
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
下

流
の
可
児
川
沿
い
の
鬼
岩
温
泉
で
は
、
川
の
汚
濁

と
悪
臭
が
観
光
地
と
し
て
の
死
活
問
題
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　
調
査
に
よ
っ
て
汚
染
の
大
部
分
が
、
流
入
す
る

平
岩
川
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
り
、
汚
染
発
生
源
調
査
か
ら
、
こ
の
流

域
に
立
地
す
る
養
鶏
場
か
ら
の
排
水
が
大
き
な
割

合
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
岐
阜
県
環
境
管
理
課
と
保
健
所
が
、
養
鶏
場

に
改
善
指
導
を
行
い
、
昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）

年
、
排
水
処
理
施
設
の
設
置
、
鶏
糞
堆
積
施
設
の

増
設
な
ど
の
対
策
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
対
策

に
よ
っ
て
平
岩
川
の

T

－N

（
総
窒
素
）
お
よ
び

T

－P

（
総
リ
ン
）
濃
度
が
半
減
し
、
松
野
湖
の
水

質
も
大
き
く
改
善
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
に
は
、
底
質

の
脱
水
と
凝
固
化
に
よ
る
底
泥
の
巻
き
上
げ
の
抑

制
や
湖
水
の
入
れ
替
え
に
よ
る
水
質
改
善
効
果
な

ど
を
期
待
し
て
、
取
水
塔
の
改
修
を
兼
ね
て
抜
水

を
行
い
ま
し
た
。
同
年
十
月
に
は
、
地
域
住
民
に

松
野
湖
の
現
状
と
水
質
浄
化
の
必
要
性
を
認
識
し

て
も
ら
う
た
め
、
保
健
所
主
催
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト

「
ブ
ル
ー
ア
ッ
プ
松
野
湖
」
が
開
催
さ
れ
、
地
域

住
民
を
は
じ
め
松
野
湖
管
理
者
、
岐
阜
県
公
害
研

究
所
、
観
光
協
会
、
漁
業
協
同
組
合
な
ど
幅
広
い

分
野
か
ら
参
加
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
、
可
児
市
・
瑞
浪
市
・

御
嵩
町
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
「
松
野
湖
と
可
児

川
を
美
し
く
す
る
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。
松
野

湖
と
可
児
川
の
汚
濁
防
止
と
環
境
保
全
・
整
備
を

通
し
て
、
生
活
環
境
の
向
上
と
地
域
産
業
の
振
興

を
目
的
と
し
、
漁
業
協
同
組
合
、
商
工
会
議
所
、

　
可
児
川
防
災
溜
池
事
業
の
一
環
と
し
て
建
設
が
進
ん

で
い
た
松
野
ダ
ム
は
、
計
画
変
更
し
て
愛
知
用
水
と
の

共
同
事
業
と
し
て
、
昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
に

竣
工
し
ま
し
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
ダ
ム
湖

の
水
質
悪
化
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
岐
阜
県
の
対
策
に
よ
っ
て
水
質
は
改
善
さ

れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
こ
の
当
時
発
足
し
た
「
松
野
湖

と
可
児
川
を
美
し
く
す
る
会
」
は
、
現
在
も
活
動
を
継

続
し
て
い
ま
す
。

治水・利水の役割を担う
松野ダムと松野湖の環境保全

松野湖クリーン作戦　<提供 :松野湖と可児川を美しくする会 >

松野湖

<提供 :松野湖と可児川を美しくする会 >

牧尾ダム

松野ダムの余水吐

松野湖クリーン作戦

<提供 :松野湖と可児川を美しくする会 > 可児川防災溜池事業
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一
．
明
治
用
水
完
成
を

　
　
目
指
し
た
先
人

一―

一
．
都
築
弥
厚
（
一
七
六
五
～
一
八
三
三
）

　
都
築
弥
厚
は
、
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
、
碧

海
郡
和
泉
村
（
安
城
市
和
泉
町
）
の
造
り
酒
屋
に

生
ま
れ
、
隣
の
根
崎
村
（
安
城
市
根
崎
町
）
の
代

官
を
も
務
め
て
い
ま
し
た
。

　
測
量
は
、
高
棚
村
（
安
城
市
高
棚
町
）
の
和
算

家
石
川
喜
平
が
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
に
開
始

し
、
四
年
後
の
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
に
完
了

し
ま
し
た
。

　
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
十
月
、
都
築
は
新
田

開
発
を
管
轄
す
る
幕
府
勘
定
奉
行
に
願
書
「
三
河

国
碧
海
郡
新
開
一
件
願
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。

こ
の
願
書
は
矢
作
川
上
流
の
現
豊
田
市
越
戸
町
の

北
部
で
取
水
し
、
全
長
八
里
（
三
十
二
㎞
）
に
及

ぶ
用
水
路
を
碧
海
台
地
に
開
削
し
、
四
，
二
〇
〇

町
歩
、
米
五
万
石
の
増
収
を
図
る
計
画
で
し
た
。

　
開
発
計
画
に
は
現
枝
下
用
水
受
益
地
も
開
発
範

囲
に
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
取
水
口
付
近
は
起
伏

が
激
し
く
、
難
工
事
が
予
想
さ
れ
ま
し
た
。
計
画

水
路
は
取
水
口
か
ら
南
下
し
て
安
城
野
（
現
安
城

市
の
中
心
部
）
で
二
筋
に
分
か
れ
、
一
方
は
東
の

矢
作
川
に
合
し
、
他
方
は
西
の
衣
ヶ
浦
に
至
る
も

の
で
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
用
水
計
画
に
、
村
人
は
薪
・
粗

朶
・
落
葉
等
の
緑
肥
を
採
取
す
る
大
切
な
入
会
地

の
消
失
を
恐
れ
、
領
主
は
、
開
発
新
田
が
享
保
七

（
一
七
二
二
）
年
の
「
新
開
場
領
有
権
に
関
す
る

法
令
」
に
よ
っ
て
幕
府
領
に
な
る
こ
と
か
ら
、
共

に
反
対
し
ま
し
た
。

　
「
弥
厚
キ
ツ
ネ
に
化
か
さ
れ
て
川
は
掘
っ
て
も

水
は
コ
ン
コ
ン
」
と
揶
揄
さ
れ
た
都
築
は
、
計
画

提
出
六
年
後
の
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
九
月
、

二
万
五
，
二
二
〇
余
両
の
莫
大
な
借
財
を
残
し
て

病
没
し
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に
都
築
家
一

族
は
新
開
願
書
を
取
り
下
げ
て
一
家
離
散
、
開
発

は
実
行
に
移
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

一―

二
．
改
廃
す
る
役
所
と
の
交
渉

　
（
一
）
岡
本
兵
松
（
一
八
二
一
～
一
八
九
七
）

　
文
政
四
（
一

八
二
一
）
年
に

碧
海
郡
大
浜
村

鶴
崎
（
碧
南
市

新
川
町
）
に
生

ま
れ
、
実
家
は

味
噌
・
醤
油
の

醸
造
業
と
回
船

問
屋
を
営
ん
で

い
ま
し
た
。
嘉

永
六
（
一
八
五

三
）
年
に
石
井

ら
額
田
県
に
、
さ
ら
に
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年

に
愛
知
県
に
合
併
し
ま
し
た
。

　
一
方
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
新
設
さ
れ

た
民
部
省
（
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
殖
産
興

業
を
推
進
す
る
工
部
省
が
独
立
分
離
）
は
、
岡
崎

藩
（
伊
豫
田
）
の
水
路
計
画
に
関
心
を
寄
せ
、
同

年
十
一
月
に
岡
崎
藩
側
の
伊
豫
田
と
反
対
派
の
藩

士
が
民
部
省
で
計
画
の
利
害
に
つ
い
て
討
論
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
伊
豫
田
の
悪
水
路
計
画
は
、
上
流
で
は
悪
水
排

除
で
、
下
流
で
は
用
水
を
利
用
し
て
水
田
開
発
を

行
う
も
の
で
あ
り
、
水
田
開
発
は
政
府
が
進
め
て

い
る
殖
産
興
業
の
一
環
で
も
あ
り
ま
し
た
。

（
三
）
二
つ
の
案
の
合
併

　
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
二
月
、
岡
本
は
愛
知

県
県
令
に
新
用
水
路
開
削
の
伺
い
書
を
出
し
、
同

三
月
に
は
、
伊
豫
田
も
用
悪
水
路
開
削
の
願
書
を

提
出
し
て
い
ま
す
。

　
県
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
頃
か
ら
、
二
つ

の
計
画
の
合
併
を
強
く
望
み
、
県
の
「
合
併
す
る

な
ら
願
書
を
受
け
付
け
る
」
と
の
強
い
態
度
に
従

い
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
書
類
上
連
盟
と

（
二
）
伊
豫
田
与
八
郎
（
一
八
二
二
～
一
八
九
五
）

　
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
に
碧
海
郡
阿
弥
陀
堂

村
（
豊
田
市
畝
部
西
町
）
に
生
ま
れ
、
豪
農
伊
豫

田
家
の
養
子
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
家
督
を

相
続
し
、
岡
崎
藩
で
一
一
，
〇
〇
〇
石
を
采
配
す

る
大
庄
屋
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
頃
、
矢
作
川
右
岸
の
現
豊
田
市
上
郷
町
付

近
の
低
地
（
特
に
阿
弥
陀
堂
村
を
含
む
七
ヶ
村
）

で
は
、
天
井
川
化
に
よ
る
水
害
に
悩
ん
で
い
ま
し

た
。
伊
豫
田
は
、
悪
水
に
悩
む
農
民
が
着
想
し
た

「
七
ヶ
村
の
悪
水
を
東
の
矢
作
川
と
西
の
衣
ヶ
浦

方
面
に
導
く
」
案
を
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
の

洪
水
を
契
機
に
知
り
、
翌
文
久
元
（
一
八
六
一
）

年
に
岡
崎
藩
に
悪
水
路
計
画
を
願
い
出
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
悪
水
路
が
通
る
刈
谷
藩
等
は

強
く
反
対
し
、
そ
の
後
も
揉
め
た
た
め
、
慶
応
二

（
一
八
六
六
）
年
に
勘
定
奉
行
が
実
地
検
分
に
訪

れ
ま
し
た
が
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
十
月
に

大
政
奉
還
と
な
り
、
頓
挫
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
翌
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
、
岡
崎
藩
は
新
設

さ
れ
た
三
河
裁
判
所
に
水
路
計
画
の
実
施
を
出
願

し
ま
し
た
が
、
地
方
役
所
は
改
廃
を
繰
り
返
し
、

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
岡
崎
藩
は
岡
崎
県
か

四
．
堤
と
舟
通
し

　
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
一
月
の
幹
線
工
事

開
始
と
同
時
に
、
取
水
口
の
工
事
も
始
ま
り
ま
し

た
。
右
岸
の
取
水
口
か
ら
幅
十
三
ｍ
、
長
さ
一
，
〇

五
四
ｍ
の
導
水
堤
は
、
現
山
室
橋
の
直
上
流
に
設

置
さ
れ
た
頭
首
工
に
接
続
し
、
左
岸
側
に
は
川
舟

や
筏
が
通
る
た
め
の
開
口
部
が
造
っ
て
あ
り
ま
し
た
。

　
取
水
量
の
増
加
と
共
に
導
水
堤
は
延
長
さ
れ
、

最
終
的
に
長
さ
一
，
六
四
七
ｍ
、
左
岸
側
の
開
口

部
も
十
八
ｍ
と
な
り
、
豊
水
期
以
外
は
こ
の
開
口

部
も
締
め
切
ら
れ
ま
し
た
。

　
当
時
、
矢
作
川
は
物
流
の
大
動
脈
で
あ
り
、
舟

運
・
商
工
業
者
ら
の
要
望
に
よ
り
、
明
治
十
七
（
一

八
八
四
）
年
十
二
月
に
舟
通
し
閘
門
が
取
水
口
東

側
に
完
成
し
ま
し
た
。
閘
門
は
木
製
で
、
内
法
で

高
さ
二
・
六
ｍ
、
幅
三
ｍ
、
閘
室
長
二
十
五
ｍ
で

通
行
時
間
は
三
十
分
程
度
で
し
た
。

　
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
十
二
月
、
導
水

堤
の
約
四
分
の
三
を
撤
去
し
、
短
縮
し
た
導
水
堤

先
端
部
か
ら
矢
作
川
を
横
断
す
る
堰
堤
（
中
央
部

に
筏
通
し
、
そ
の
左
右
に
放
水
門
と
排
砂
門
を
設

置
）
を
人
造
石
で
建
設
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
続
き
、
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年

に
は
、
左
岸
側
に
幅
三
・
六
ｍ
、
閘
室
長
約
二
十

六
ｍ
の
人
造
石
の
舟
通
し
が
完
成
し
ま
し
た
。

し
た
両
計
画
の
合
併
案
が
届
け
出
ら
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
岡
本
も
伊
豫
田
も
工
費
に
つ
い
て
は
、

山
林
の
多
く
は
士
族
授
産
の
払
下
げ
予
定
地
で
あ

る
た
め
、
溜
池
の
払
下
げ
を
受
け
て
開
墾
し
、
売

却
す
る
計
画
で
し
た
。

　
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
四
月
に
開
始
し
た
県

の
測
量
で
、
伊
豫
田
の
計
画
水
路
に
は
技
術
的
欠

陥
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
伊

豫
田
は
、
当
初
の
計
画
案
を
破
棄
し
、
岡
本
と
共

に
歩
む
こ
と
と
な
り
、
二
人
の
仕
事
分
担
は
、
岡

本
が
計
画
に
反
対
す
る
村
の
説
得
、
伊
豫
田
が
主

に
工
費
の
調
達
を
受
け
持
つ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

二
．
愛
知
県
と
の
新
た
な
交
渉

　
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
一
月
、
岡
本
ら
が
県

に
新
用
水
路
計
画
に
つ
い
て
の
伺
い
書
を
提
出
す

る
と
、
早
く
も
十
日
後
、
黒
川
は
現
地
を
踏
査
し

た
後
、
詳
細
な
測
量
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
黒

川
は
、
岡
本
ら
が
工
事
方
法
を
箇
条
書
き
し
た

「
三
十
二
ヶ
条
の
施
工
方
法
案
」
を
反
対
村
々
に

提
示
し
、
同
意
を
求
め
ま
し
た
。
な
お
、
当
時
病

床
に
伏
せ
て
い
た
黒
川
は
、
強
硬
に
反
対
す
る
各

村
の
代
表
者
を
呼
び
、
反
対
理
由
を
糺
し
、
不
都

合
な
部
分
の
変
更
を
約
束
し
、
す
べ
て
の
村
の
賛

成
の
言
質
を
取
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
工
費
に
つ
い
て
は
、
伊
豫
田
は
出
資
者

三
名
と
出
資
の
約
束
を
取
り
付
け
て
い
ま
し
た

が
、
地
租
改
正
に
よ
る
耕
地
の
不
動
産
化
と
米
価

の
下
落
に
伴
い
、
こ
の
出
資
約
束
は
不
安
定
で
、

さ
ら
に
工
費
予
定
額
を
満
た
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
前
半
期
に
、
黒
川
は

本
省
の
許
可
を
取
る
た
め
上
京
し
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
出
資
者
三
名
の
内
二
名
が
商
取
引
の
失
敗

で
出
資
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
知
っ
た

黒
川
は
、
「
資
金
の
目
途
が
つ
か
な
い
な
ら
ば
、

計
画
を
破
棄
し
て
県
に
一
任
さ
せ
よ
」
と
強
く
迫

り
ま
し
た
。

　
愛
知
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
西
三
河
平
野
は
沖

積
平
野
と
洪
積
台
地
（
碧
海
台
地
）
か
ら
な
っ
て
い
ま

す
。
沖
積
平
野
は
、
東
部
の
矢
作
川
と
西
部
の
境
川
が

流
送
し
た
土
砂
の
堆
積
で
形
成
さ
れ
た
平
野
で
、
川
か

ら
の
灌
漑
用
水
に
は
恵
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
洪
水
被
害

を
受
け
る
地
で
も
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
西
三
河
平
野
の
中
央
部
を
な
す
洪
積
台
地

は
、
隆
起
し
た
堆
積
面
が
矢
作
川
や
境
川
な
ど
に
よ
り

侵
食
さ
れ
、
沖
積
平
野
よ
り
十
ｍ
程
高
い
台
地
状
に

な
っ
て
お
り
、
安
城
が
原
や
五
ヶ
野
が
原
等
と
呼
ば
れ

た
原
野
か
ら
な
り
、
水
に
苦
労
す
る
地
で
し
た
。

　
碧
海
台
地
の
灌
漑
用
水
は
、
小
河
川
か
ら
の
引
水
、

溜
池
、
さ
ら
に
井
戸
水
に
頼
っ
て
い
ま
し
た
。
溜
池
の

個
数
は
八
十
箇
所
以
上
で
、
そ
の
総
面
積
は
四
八
八
町

歩
で
、
五
町
歩
以
上
は
二
十
五
～
六
箇
所
あ
り
ま
し
た
。

中部地域の河川遺産　第四編

明治用水計画者と
官との関わり

新
田
（
五
ヶ
野
が
原
。
安
城
市
石
井
町
）
の
約
二

十
町
歩
を
都
築
弥
厚
の
身
内
増
太
郎
か
ら
購
入

し
、
増
太
郎
か
ら
「
弥
厚
の
用
水
計
画
」
を
知
っ

た
、
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
に
は
、
京
都
民
政
局

に
弥
厚
の
計
画
を
基
と
し
た
用
水
計
画
を
提
出

し
、
そ
の
後
、
豊
橋
の
三
河
裁
判
所
、
三
河
県
の

役
所
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
は
四
回
目
の

願
書
を
伊
奈
県
足
助
支
庁
に
提
出
し
ま
し
た
。

　
岡
本
は
、
こ
の
足
助
支
庁
で
、
矢
作
川
の
河
床

高
が
弥
厚
の
計
画
時
か
ら
五
尺
（
一
・
五
ｍ
）
余

り
高
く
な
っ
て
お
り
、
碧
海
郡
の
原
野
に
水
を
引

く
目
的
な
ら
ば
、
当
初
の
越
戸
付
近
で
の
取
水
口

を
下
流
約
十
五
㎞
の
現
明
治
用
水
取
り
入
れ
口
付

近
に
移
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
枝
下
地
区

を
計
画
か
ら
除
き
ま
し
た
。

　
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
十
一
月
に
足
助
支
庁

が
廃
止
さ
れ
て
額
田
県
と
な
り
ま
し
た
。
五
度
目

の
願
書
を
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
五
月
に
額
田

県
に
提
出
し
、
よ
う
や
く
同
年
十
一
月
に
受
理
さ

れ
ま
し
た
が
、
額
田
県
は
解
体
さ
れ
て
愛
知
県
に

合
併
し
ま
し
た
。

五
．
お
わ
り
に

　
岡
本
・
伊
豫
田
の
水
路
開
削
計
画
は
、
明
治
の

混
乱
期
で
の
役
所
の
統
廃
合
に
加
え
、
政
府
の
殖

産
興
業
と
士
族
授
産
の
方
針
、
開
墾
に
よ
る
地
祖

収
入
の
増
加
等
を
視
野
に
入
れ
た
国
と
県
の
思
惑

に
翻
弄
さ
れ
、
工
事
主
体
は
個
人
か
ら
官
へ
と
移

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

明治用水灌漑地図　<提供 :明治用水土地改良区 >
都築弥厚、伊豫田与八郎らが在命中に神として祀られた

明治川神社の４月の大祭

明治用水取水口

<提供 :明治用水土地改良区 >

明治用水旧頭首工（明治 42 年）の絵図　<提供 :明治用水土地改良区 >

石川喜平の用水計画図

<出典 :『明治用水における
　　　　　　　　石川喜平の業績』>

左から伊豫田与八郎像、石川喜平像、都築弥厚像、
岡本兵松像

<提供 :明治用水土地改良区 >
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一
．
明
治
用
水
完
成
を

　
　
目
指
し
た
先
人

一―

一
．
都
築
弥
厚
（
一
七
六
五
～
一
八
三
三
）

　
都
築
弥
厚
は
、
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
、
碧

海
郡
和
泉
村
（
安
城
市
和
泉
町
）
の
造
り
酒
屋
に

生
ま
れ
、
隣
の
根
崎
村
（
安
城
市
根
崎
町
）
の
代

官
を
も
務
め
て
い
ま
し
た
。

　
測
量
は
、
高
棚
村
（
安
城
市
高
棚
町
）
の
和
算

家
石
川
喜
平
が
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
に
開
始

し
、
四
年
後
の
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
に
完
了

し
ま
し
た
。

　
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
十
月
、
都
築
は
新
田

開
発
を
管
轄
す
る
幕
府
勘
定
奉
行
に
願
書
「
三
河

国
碧
海
郡
新
開
一
件
願
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。

こ
の
願
書
は
矢
作
川
上
流
の
現
豊
田
市
越
戸
町
の

北
部
で
取
水
し
、
全
長
八
里
（
三
十
二
㎞
）
に
及

ぶ
用
水
路
を
碧
海
台
地
に
開
削
し
、
四
，
二
〇
〇

町
歩
、
米
五
万
石
の
増
収
を
図
る
計
画
で
し
た
。

　
開
発
計
画
に
は
現
枝
下
用
水
受
益
地
も
開
発
範

囲
に
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
取
水
口
付
近
は
起
伏

が
激
し
く
、
難
工
事
が
予
想
さ
れ
ま
し
た
。
計
画

水
路
は
取
水
口
か
ら
南
下
し
て
安
城
野
（
現
安
城

市
の
中
心
部
）
で
二
筋
に
分
か
れ
、
一
方
は
東
の

矢
作
川
に
合
し
、
他
方
は
西
の
衣
ヶ
浦
に
至
る
も

の
で
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
用
水
計
画
に
、
村
人
は
薪
・
粗

朶
・
落
葉
等
の
緑
肥
を
採
取
す
る
大
切
な
入
会
地

の
消
失
を
恐
れ
、
領
主
は
、
開
発
新
田
が
享
保
七

（
一
七
二
二
）
年
の
「
新
開
場
領
有
権
に
関
す
る

法
令
」
に
よ
っ
て
幕
府
領
に
な
る
こ
と
か
ら
、
共

に
反
対
し
ま
し
た
。

　
「
弥
厚
キ
ツ
ネ
に
化
か
さ
れ
て
川
は
掘
っ
て
も

水
は
コ
ン
コ
ン
」
と
揶
揄
さ
れ
た
都
築
は
、
計
画

提
出
六
年
後
の
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
九
月
、

二
万
五
，
二
二
〇
余
両
の
莫
大
な
借
財
を
残
し
て

病
没
し
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に
都
築
家
一

族
は
新
開
願
書
を
取
り
下
げ
て
一
家
離
散
、
開
発

は
実
行
に
移
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

一―

二
．
改
廃
す
る
役
所
と
の
交
渉

　
（
一
）
岡
本
兵
松
（
一
八
二
一
～
一
八
九
七
）

　
文
政
四
（
一

八
二
一
）
年
に

碧
海
郡
大
浜
村

鶴
崎
（
碧
南
市

新
川
町
）
に
生

ま
れ
、
実
家
は

味
噌
・
醤
油
の

醸
造
業
と
回
船

問
屋
を
営
ん
で

い
ま
し
た
。
嘉

永
六
（
一
八
五

三
）
年
に
石
井

ら
額
田
県
に
、
さ
ら
に
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年

に
愛
知
県
に
合
併
し
ま
し
た
。

　
一
方
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
新
設
さ
れ

た
民
部
省
（
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
殖
産
興

業
を
推
進
す
る
工
部
省
が
独
立
分
離
）
は
、
岡
崎

藩
（
伊
豫
田
）
の
水
路
計
画
に
関
心
を
寄
せ
、
同

年
十
一
月
に
岡
崎
藩
側
の
伊
豫
田
と
反
対
派
の
藩

士
が
民
部
省
で
計
画
の
利
害
に
つ
い
て
討
論
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
伊
豫
田
の
悪
水
路
計
画
は
、
上
流
で
は
悪
水
排

除
で
、
下
流
で
は
用
水
を
利
用
し
て
水
田
開
発
を

行
う
も
の
で
あ
り
、
水
田
開
発
は
政
府
が
進
め
て

い
る
殖
産
興
業
の
一
環
で
も
あ
り
ま
し
た
。

（
三
）
二
つ
の
案
の
合
併

　
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
二
月
、
岡
本
は
愛
知

県
県
令
に
新
用
水
路
開
削
の
伺
い
書
を
出
し
、
同

三
月
に
は
、
伊
豫
田
も
用
悪
水
路
開
削
の
願
書
を

提
出
し
て
い
ま
す
。

　
県
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
頃
か
ら
、
二
つ

の
計
画
の
合
併
を
強
く
望
み
、
県
の
「
合
併
す
る

な
ら
願
書
を
受
け
付
け
る
」
と
の
強
い
態
度
に
従

い
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
書
類
上
連
盟
と

（
二
）
伊
豫
田
与
八
郎
（
一
八
二
二
～
一
八
九
五
）

　
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
に
碧
海
郡
阿
弥
陀
堂

村
（
豊
田
市
畝
部
西
町
）
に
生
ま
れ
、
豪
農
伊
豫

田
家
の
養
子
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
家
督
を

相
続
し
、
岡
崎
藩
で
一
一
，
〇
〇
〇
石
を
采
配
す

る
大
庄
屋
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
頃
、
矢
作
川
右
岸
の
現
豊
田
市
上
郷
町
付

近
の
低
地
（
特
に
阿
弥
陀
堂
村
を
含
む
七
ヶ
村
）

で
は
、
天
井
川
化
に
よ
る
水
害
に
悩
ん
で
い
ま
し

た
。
伊
豫
田
は
、
悪
水
に
悩
む
農
民
が
着
想
し
た

「
七
ヶ
村
の
悪
水
を
東
の
矢
作
川
と
西
の
衣
ヶ
浦

方
面
に
導
く
」
案
を
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
の

洪
水
を
契
機
に
知
り
、
翌
文
久
元
（
一
八
六
一
）

年
に
岡
崎
藩
に
悪
水
路
計
画
を
願
い
出
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
悪
水
路
が
通
る
刈
谷
藩
等
は

強
く
反
対
し
、
そ
の
後
も
揉
め
た
た
め
、
慶
応
二

（
一
八
六
六
）
年
に
勘
定
奉
行
が
実
地
検
分
に
訪

れ
ま
し
た
が
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
十
月
に

大
政
奉
還
と
な
り
、
頓
挫
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
翌
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
、
岡
崎
藩
は
新
設

さ
れ
た
三
河
裁
判
所
に
水
路
計
画
の
実
施
を
出
願

し
ま
し
た
が
、
地
方
役
所
は
改
廃
を
繰
り
返
し
、

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
岡
崎
藩
は
岡
崎
県
か

四
．
堤
と
舟
通
し

　
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
一
月
の
幹
線
工
事

開
始
と
同
時
に
、
取
水
口
の
工
事
も
始
ま
り
ま
し

た
。
右
岸
の
取
水
口
か
ら
幅
十
三
ｍ
、
長
さ
一
，
〇

五
四
ｍ
の
導
水
堤
は
、
現
山
室
橋
の
直
上
流
に
設

置
さ
れ
た
頭
首
工
に
接
続
し
、
左
岸
側
に
は
川
舟

や
筏
が
通
る
た
め
の
開
口
部
が
造
っ
て
あ
り
ま
し
た
。

　
取
水
量
の
増
加
と
共
に
導
水
堤
は
延
長
さ
れ
、

最
終
的
に
長
さ
一
，
六
四
七
ｍ
、
左
岸
側
の
開
口

部
も
十
八
ｍ
と
な
り
、
豊
水
期
以
外
は
こ
の
開
口

部
も
締
め
切
ら
れ
ま
し
た
。

　
当
時
、
矢
作
川
は
物
流
の
大
動
脈
で
あ
り
、
舟

運
・
商
工
業
者
ら
の
要
望
に
よ
り
、
明
治
十
七
（
一

八
八
四
）
年
十
二
月
に
舟
通
し
閘
門
が
取
水
口
東

側
に
完
成
し
ま
し
た
。
閘
門
は
木
製
で
、
内
法
で

高
さ
二
・
六
ｍ
、
幅
三
ｍ
、
閘
室
長
二
十
五
ｍ
で

通
行
時
間
は
三
十
分
程
度
で
し
た
。

　
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
十
二
月
、
導
水

堤
の
約
四
分
の
三
を
撤
去
し
、
短
縮
し
た
導
水
堤

先
端
部
か
ら
矢
作
川
を
横
断
す
る
堰
堤
（
中
央
部

に
筏
通
し
、
そ
の
左
右
に
放
水
門
と
排
砂
門
を
設

置
）
を
人
造
石
で
建
設
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
続
き
、
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年

に
は
、
左
岸
側
に
幅
三
・
六
ｍ
、
閘
室
長
約
二
十

六
ｍ
の
人
造
石
の
舟
通
し
が
完
成
し
ま
し
た
。

し
た
両
計
画
の
合
併
案
が
届
け
出
ら
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
岡
本
も
伊
豫
田
も
工
費
に
つ
い
て
は
、

山
林
の
多
く
は
士
族
授
産
の
払
下
げ
予
定
地
で
あ

る
た
め
、
溜
池
の
払
下
げ
を
受
け
て
開
墾
し
、
売

却
す
る
計
画
で
し
た
。

　
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
四
月
に
開
始
し
た
県

の
測
量
で
、
伊
豫
田
の
計
画
水
路
に
は
技
術
的
欠

陥
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
伊

豫
田
は
、
当
初
の
計
画
案
を
破
棄
し
、
岡
本
と
共

に
歩
む
こ
と
と
な
り
、
二
人
の
仕
事
分
担
は
、
岡

本
が
計
画
に
反
対
す
る
村
の
説
得
、
伊
豫
田
が
主

に
工
費
の
調
達
を
受
け
持
つ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

二
．
愛
知
県
と
の
新
た
な
交
渉

　
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
一
月
、
岡
本
ら
が
県

に
新
用
水
路
計
画
に
つ
い
て
の
伺
い
書
を
提
出
す

る
と
、
早
く
も
十
日
後
、
黒
川
は
現
地
を
踏
査
し

た
後
、
詳
細
な
測
量
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
黒

川
は
、
岡
本
ら
が
工
事
方
法
を
箇
条
書
き
し
た

「
三
十
二
ヶ
条
の
施
工
方
法
案
」
を
反
対
村
々
に

提
示
し
、
同
意
を
求
め
ま
し
た
。
な
お
、
当
時
病

床
に
伏
せ
て
い
た
黒
川
は
、
強
硬
に
反
対
す
る
各

村
の
代
表
者
を
呼
び
、
反
対
理
由
を
糺
し
、
不
都

合
な
部
分
の
変
更
を
約
束
し
、
す
べ
て
の
村
の
賛

成
の
言
質
を
取
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
工
費
に
つ
い
て
は
、
伊
豫
田
は
出
資
者

三
名
と
出
資
の
約
束
を
取
り
付
け
て
い
ま
し
た

が
、
地
租
改
正
に
よ
る
耕
地
の
不
動
産
化
と
米
価

の
下
落
に
伴
い
、
こ
の
出
資
約
束
は
不
安
定
で
、

さ
ら
に
工
費
予
定
額
を
満
た
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
前
半
期
に
、
黒
川
は

本
省
の
許
可
を
取
る
た
め
上
京
し
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
出
資
者
三
名
の
内
二
名
が
商
取
引
の
失
敗

で
出
資
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
知
っ
た

黒
川
は
、
「
資
金
の
目
途
が
つ
か
な
い
な
ら
ば
、

計
画
を
破
棄
し
て
県
に
一
任
さ
せ
よ
」
と
強
く
迫

り
ま
し
た
。

　
愛
知
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
西
三
河
平
野
は
沖

積
平
野
と
洪
積
台
地
（
碧
海
台
地
）
か
ら
な
っ
て
い
ま

す
。
沖
積
平
野
は
、
東
部
の
矢
作
川
と
西
部
の
境
川
が

流
送
し
た
土
砂
の
堆
積
で
形
成
さ
れ
た
平
野
で
、
川
か

ら
の
灌
漑
用
水
に
は
恵
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
洪
水
被
害

を
受
け
る
地
で
も
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
西
三
河
平
野
の
中
央
部
を
な
す
洪
積
台
地

は
、
隆
起
し
た
堆
積
面
が
矢
作
川
や
境
川
な
ど
に
よ
り

侵
食
さ
れ
、
沖
積
平
野
よ
り
十
ｍ
程
高
い
台
地
状
に

な
っ
て
お
り
、
安
城
が
原
や
五
ヶ
野
が
原
等
と
呼
ば
れ

た
原
野
か
ら
な
り
、
水
に
苦
労
す
る
地
で
し
た
。

　
碧
海
台
地
の
灌
漑
用
水
は
、
小
河
川
か
ら
の
引
水
、

溜
池
、
さ
ら
に
井
戸
水
に
頼
っ
て
い
ま
し
た
。
溜
池
の

個
数
は
八
十
箇
所
以
上
で
、
そ
の
総
面
積
は
四
八
八
町

歩
で
、
五
町
歩
以
上
は
二
十
五
～
六
箇
所
あ
り
ま
し
た
。

中部地域の河川遺産　第四編

明治用水計画者と
官との関わり

新
田
（
五
ヶ
野
が
原
。
安
城
市
石
井
町
）
の
約
二

十
町
歩
を
都
築
弥
厚
の
身
内
増
太
郎
か
ら
購
入

し
、
増
太
郎
か
ら
「
弥
厚
の
用
水
計
画
」
を
知
っ

た
、
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
に
は
、
京
都
民
政
局

に
弥
厚
の
計
画
を
基
と
し
た
用
水
計
画
を
提
出

し
、
そ
の
後
、
豊
橋
の
三
河
裁
判
所
、
三
河
県
の

役
所
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
は
四
回
目
の

願
書
を
伊
奈
県
足
助
支
庁
に
提
出
し
ま
し
た
。

　
岡
本
は
、
こ
の
足
助
支
庁
で
、
矢
作
川
の
河
床

高
が
弥
厚
の
計
画
時
か
ら
五
尺
（
一
・
五
ｍ
）
余

り
高
く
な
っ
て
お
り
、
碧
海
郡
の
原
野
に
水
を
引

く
目
的
な
ら
ば
、
当
初
の
越
戸
付
近
で
の
取
水
口

を
下
流
約
十
五
㎞
の
現
明
治
用
水
取
り
入
れ
口
付

近
に
移
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
枝
下
地
区

を
計
画
か
ら
除
き
ま
し
た
。

　
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
十
一
月
に
足
助
支
庁

が
廃
止
さ
れ
て
額
田
県
と
な
り
ま
し
た
。
五
度
目

の
願
書
を
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
五
月
に
額
田

県
に
提
出
し
、
よ
う
や
く
同
年
十
一
月
に
受
理
さ

れ
ま
し
た
が
、
額
田
県
は
解
体
さ
れ
て
愛
知
県
に

合
併
し
ま
し
た
。

五
．
お
わ
り
に

　
岡
本
・
伊
豫
田
の
水
路
開
削
計
画
は
、
明
治
の

混
乱
期
で
の
役
所
の
統
廃
合
に
加
え
、
政
府
の
殖

産
興
業
と
士
族
授
産
の
方
針
、
開
墾
に
よ
る
地
祖

収
入
の
増
加
等
を
視
野
に
入
れ
た
国
と
県
の
思
惑

に
翻
弄
さ
れ
、
工
事
主
体
は
個
人
か
ら
官
へ
と
移

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

明治用水灌漑地図　<提供 :明治用水土地改良区 >
都築弥厚、伊豫田与八郎らが在命中に神として祀られた

明治川神社の４月の大祭

明治用水取水口

<提供 :明治用水土地改良区 >

明治用水旧頭首工（明治 42 年）の絵図　<提供 :明治用水土地改良区 >

石川喜平の用水計画図

<出典 :『明治用水における
　　　　　　　　石川喜平の業績』>

左から伊豫田与八郎像、石川喜平像、都築弥厚像、
岡本兵松像

<提供 :明治用水土地改良区 >
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明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
十
月
に
出
資
者
が

現
れ
ま
し
た
が
、
黒
川
は
「
工
費
の
半
額
分
を
地

所
か
公
債
で
抵
当
に
県
へ
提
出
す
る
か
、
あ
る
い

は
旧
大
名
を
出
資
者
に
加
え
る
」
こ
と
を
要
求
し

て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
件
は
抵
当
を
差
し
出
す
こ
と
で
落
着
し
、

よ
う
や
く
県
に
出
資
者
の
総
工
費
約
七
六
，
〇
〇

〇
円
へ
の
出
資
割
合
と
施
工
後
の
配
分
割
合
の
約

定
を
届
け
ま
し
た
。
岡
本
と
伊
豫
田
の
配
分
（
経

費
と
尽
力
料
）
は
、
開
墾
し
た
溜
池
面
積
の
九
割

を
出
資
割
合
で
出
資
者
に
配
分
し
た
残
り
の
一
割

で
し
た
。
ち
な
み
に
、
県
が
明
治
十
（
一
八
七
七
）

年
に
こ
の
工
事
に
振
り
分
け
た
予
算
は
、
木
津
用

水
改
良
予
算
七
万
円
で
し
た
。

　
な
お
、
最
終
的
な
出
資
者
六
名
の
内
二
名
は
、

庄
屋
の
家
督
を
弟
に
譲
り
現
長
良
川
左
岸
側
の
福

原
輪
中
（
現
愛
西
市
立
田
町
福
原
）
の
加
藤
家
に

入
婿
・
襲
名
し
た
加
藤
太
兵
衛
と
弟
の
黒
宮
許
三

郎
で
あ
り
、
六
名
は
明
治
川
神
社
の
伊
佐
雄
社
に

祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

三
．
工
事
着
工

　
明
治
十
二

（
一
八
七
九
）

年
一
月
、
幹

線
工
事
が
着

工
さ
れ
た
。

黒
川
ら
県
役

人
は
渡
苅
村

（
豊
田
市
渡

刈
町
）
に
出

張
し
て
現
地

で
の
監
督
を

行

い

ま

し

た
。
県
は
主

導
的
立
場
に

立
ち
、
さ
ら

に
岡
本
・
伊
豫
田
ら
が
黒
川
の
指
示
に
よ
っ
て
各

村
に
約
束
し
た
三
十
二
ヶ
条
の
工
事
施
工
方
法
も

「
工
事
は
官
の
事
業
で
あ
り
、
民
間
で
交
わ
さ
れ

た
旧
約
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
」
と
退
け
ま
し
た
。

　
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
四
月
二
十
七
日
、

松
方
内
務
卿
、
石
井
土
木
局
長
、
愛
知
・
岐
阜
両

県
の
県
令
等
の
参
加
に
よ
る
新
用
水
成
業
式
が
挙

行
さ
れ
ま
し
た
。

　
幹
線
工
事
終
了
後
の
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）

年
、
出
資
者
及
び
計
画
者
は
、
新
配
水
地
か
ら
の

徴
収
金
（
配
水
料
）
の
配
分
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

溜
池
敷
地
を
代
償
と
し
て
受
け
取
り
、
こ
の
事
業

か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
ま
し
た
。

　
岡
本
ら
の
配
分
は
使
用
し
た
資
金
に
比
べ
て
余

り
に
も
少
な
く
、
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
に

岡
本
は
全
資
産
を
売
り
払
い
、
自
ら
草
履
や
箒
を

造
り
、
夫
人
は
小
さ
な
駄
菓
子
屋
を
開
き
、
伊
豫

田
は
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
一
月
に
は
、
自

宅
ま
で
人
手
に
渡
す
困
窮
ぶ
り
で
し
た
。

　
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
六
月
、
明
治
用
水

は
県
の
手
を
離
れ
、
関
係
各
村
が
管
理
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

四
．
堤
と
舟
通
し

　
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
一
月
の
幹
線
工
事

開
始
と
同
時
に
、
取
水
口
の
工
事
も
始
ま
り
ま
し

た
。
右
岸
の
取
水
口
か
ら
幅
十
三
ｍ
、
長
さ
一
，
〇

五
四
ｍ
の
導
水
堤
は
、
現
山
室
橋
の
直
上
流
に
設

置
さ
れ
た
頭
首
工
に
接
続
し
、
左
岸
側
に
は
川
舟

や
筏
が
通
る
た
め
の
開
口
部
が
造
っ
て
あ
り
ま
し
た
。

　
取
水
量
の
増
加
と
共
に
導
水
堤
は
延
長
さ
れ
、

最
終
的
に
長
さ
一
，
六
四
七
ｍ
、
左
岸
側
の
開
口

部
も
十
八
ｍ
と
な
り
、
豊
水
期
以
外
は
こ
の
開
口

部
も
締
め
切
ら
れ
ま
し
た
。

　
当
時
、
矢
作
川
は
物
流
の
大
動
脈
で
あ
り
、
舟

運
・
商
工
業
者
ら
の
要
望
に
よ
り
、
明
治
十
七
（
一

八
八
四
）
年
十
二
月
に
舟
通
し
閘
門
が
取
水
口
東

側
に
完
成
し
ま
し
た
。
閘
門
は
木
製
で
、
内
法
で

高
さ
二
・
六
ｍ
、
幅
三
ｍ
、
閘
室
長
二
十
五
ｍ
で

通
行
時
間
は
三
十
分
程
度
で
し
た
。

　
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
十
二
月
、
導
水

堤
の
約
四
分
の
三
を
撤
去
し
、
短
縮
し
た
導
水
堤

先
端
部
か
ら
矢
作
川
を
横
断
す
る
堰
堤
（
中
央
部

に
筏
通
し
、
そ
の
左
右
に
放
水
門
と
排
砂
門
を
設

置
）
を
人
造
石
で
建
設
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
続
き
、
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年

に
は
、
左
岸
側
に
幅
三
・
六
ｍ
、
閘
室
長
約
二
十

六
ｍ
の
人
造
石
の
舟
通
し
が
完
成
し
ま
し
た
。

■
参
考
資
料

　
『
明
治
用
水
』

　
　
昭
和
二
十
八
年
　
明
治
用
水
史
誌
編
纂
委
員
会

　
『
あ
る
農
村
振
興
の
軌
跡

　
　

－「
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
」
に
生
き
た
人
び
と

－

』

　
　
平
成
四
年
　
岡
田
洋
司
　
農
山
漁
村
文
化
協
会

　
『
明
治
用
水
に
お
け
る
石
川
喜
平
の
業
績
』

　
　
　
　
　
　
昭
和
五
十
五
年
　
鈴
木
信
義

　
　
　
　
　
　
　
　
農
業
土
木
学
会
誌
第
四
十
八
巻

　
『
枝
下
用
水
史
』
　
平
成
二
十
七
年

　
　
　
　
　
　
枝
下
用
水
一
三
〇
年
史
編
集
委
員
会

　
『
一
　

都
築
弥
厚
の
「
明
治
用
水
プ
ラ
ン
」
を

　
　
　
実
現
さ
せ
た
苦
節
の
碧
南
人
　
岡
本
兵
松
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碧
南
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

し
た
両
計
画
の
合
併
案
が
届
け
出
ら
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
岡
本
も
伊
豫
田
も
工
費
に
つ
い
て
は
、

山
林
の
多
く
は
士
族
授
産
の
払
下
げ
予
定
地
で
あ

る
た
め
、
溜
池
の
払
下
げ
を
受
け
て
開
墾
し
、
売

却
す
る
計
画
で
し
た
。

　
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
四
月
に
開
始
し
た
県

の
測
量
で
、
伊
豫
田
の
計
画
水
路
に
は
技
術
的
欠

陥
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
伊

豫
田
は
、
当
初
の
計
画
案
を
破
棄
し
、
岡
本
と
共

に
歩
む
こ
と
と
な
り
、
二
人
の
仕
事
分
担
は
、
岡

本
が
計
画
に
反
対
す
る
村
の
説
得
、
伊
豫
田
が
主

に
工
費
の
調
達
を
受
け
持
つ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

二
．
愛
知
県
と
の
新
た
な
交
渉

　
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
一
月
、
岡
本
ら
が
県

に
新
用
水
路
計
画
に
つ
い
て
の
伺
い
書
を
提
出
す

る
と
、
早
く
も
十
日
後
、
黒
川
は
現
地
を
踏
査
し

た
後
、
詳
細
な
測
量
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
黒

川
は
、
岡
本
ら
が
工
事
方
法
を
箇
条
書
き
し
た

「
三
十
二
ヶ
条
の
施
工
方
法
案
」
を
反
対
村
々
に

提
示
し
、
同
意
を
求
め
ま
し
た
。
な
お
、
当
時
病

床
に
伏
せ
て
い
た
黒
川
は
、
強
硬
に
反
対
す
る
各

村
の
代
表
者
を
呼
び
、
反
対
理
由
を
糺
し
、
不
都

合
な
部
分
の
変
更
を
約
束
し
、
す
べ
て
の
村
の
賛

成
の
言
質
を
取
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
工
費
に
つ
い
て
は
、
伊
豫
田
は
出
資
者

三
名
と
出
資
の
約
束
を
取
り
付
け
て
い
ま
し
た

が
、
地
租
改
正
に
よ
る
耕
地
の
不
動
産
化
と
米
価

の
下
落
に
伴
い
、
こ
の
出
資
約
束
は
不
安
定
で
、

さ
ら
に
工
費
予
定
額
を
満
た
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
前
半
期
に
、
黒
川
は

本
省
の
許
可
を
取
る
た
め
上
京
し
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
出
資
者
三
名
の
内
二
名
が
商
取
引
の
失
敗

で
出
資
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
知
っ
た

黒
川
は
、
「
資
金
の
目
途
が
つ
か
な
い
な
ら
ば
、

計
画
を
破
棄
し
て
県
に
一
任
さ
せ
よ
」
と
強
く
迫

り
ま
し
た
。

新
田
（
五
ヶ
野
が
原
。
安
城
市
石
井
町
）
の
約
二

十
町
歩
を
都
築
弥
厚
の
身
内
増
太
郎
か
ら
購
入

し
、
増
太
郎
か
ら
「
弥
厚
の
用
水
計
画
」
を
知
っ

た
、
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
に
は
、
京
都
民
政
局

に
弥
厚
の
計
画
を
基
と
し
た
用
水
計
画
を
提
出

し
、
そ
の
後
、
豊
橋
の
三
河
裁
判
所
、
三
河
県
の

役
所
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
は
四
回
目
の

願
書
を
伊
奈
県
足
助
支
庁
に
提
出
し
ま
し
た
。

　
岡
本
は
、
こ
の
足
助
支
庁
で
、
矢
作
川
の
河
床

高
が
弥
厚
の
計
画
時
か
ら
五
尺
（
一
・
五
ｍ
）
余

り
高
く
な
っ
て
お
り
、
碧
海
郡
の
原
野
に
水
を
引

く
目
的
な
ら
ば
、
当
初
の
越
戸
付
近
で
の
取
水
口

を
下
流
約
十
五
㎞
の
現
明
治
用
水
取
り
入
れ
口
付

近
に
移
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
枝
下
地
区

を
計
画
か
ら
除
き
ま
し
た
。

　
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
十
一
月
に
足
助
支
庁

が
廃
止
さ
れ
て
額
田
県
と
な
り
ま
し
た
。
五
度
目

の
願
書
を
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
五
月
に
額
田

県
に
提
出
し
、
よ
う
や
く
同
年
十
一
月
に
受
理
さ

れ
ま
し
た
が
、
額
田
県
は
解
体
さ
れ
て
愛
知
県
に

合
併
し
ま
し
た
。

五
．
お
わ
り
に

　
岡
本
・
伊
豫
田
の
水
路
開
削
計
画
は
、
明
治
の

混
乱
期
で
の
役
所
の
統
廃
合
に
加
え
、
政
府
の
殖

産
興
業
と
士
族
授
産
の
方
針
、
開
墾
に
よ
る
地
祖

収
入
の
増
加
等
を
視
野
に
入
れ
た
国
と
県
の
思
惑

に
翻
弄
さ
れ
、
工
事
主
体
は
個
人
か
ら
官
へ
と
移

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

明治用水舟通し図

<提供 :明治用水土地改良区 >

土木学会選奨土木遺産に指定された明治用水舟通し

<出典 :『運河と閘門』>

新旧頭首工

<提供 :明治用水土地改良区 >

導水堤と堰堤　<出典 :『明治用水』>
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　｢

お
伊
勢
参
ら
ば
　
お
多
度
も
か
け
よ
　
お
多
度
か

け
ね
ば
　
片
参
り｣

と
謡
わ
れ
、
北
伊
勢
大
神
宮
と
も

称
さ
れ
る
多
度
大
社
に
は
、
毎
年
多
く
の
人
々
が
参
拝

に
訪
れ
ま
す
。
特
に
、
五
月
四
・
五
日
に
開
催
さ
れ
る

多
度
祭
に
お
い
て
催
さ
れ
る
「
上
げ
馬
神
事
」
は
、
テ

レ
ビ
放
映
も
さ
れ
全
国
的
に
も
有
名
で
す
。

　
奈
良
時
代
に
は
神
宮
寺
も
建
立
さ
れ
、
神
仏
習
合
の

中
心
と
も
言
え
る
場
所
で
し
た
。
伊
勢
国
の
最
北
部
に

位
置
し
、
木
曽
三
川
を
挟
ん
で
尾
張
国
と
も
深
い
つ
な

が
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　
今
回
、
尾
張
国
と
多
度
と
の
関
わ
り
を
諸
資
料
か
ら

見
て
い
き
ま
す
。

尾張国と
多度大社・多度神宮寺

桑名市立中央図書館　石神教親

は
じ
め
に

　
三
重
県
の
最
北
部
、
岐
阜
県
と
の
県
境
に
ほ
ど

近
く
多
度
大
社
は
鎮
座
し
て
い
る
。
養
老
山
地
の

南
端
に
位
置
す
る
多
度
山
の
麓
、
ま
さ
に
其
処
は

神
が
宿
る
聖
地
に
相
応
し
い
幽
玄
な
場
所
で
あ

る
。
本
宮
に
は
、
天
照
大
神
の
御
子
神
で
あ
る
「
天

津
彦
根
命
」
が
祀
ら
れ
、
別
宮
一
目
連
神
社
に
は

そ
の
御
子
神
「
天
目
一
箇
命
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
毎
年
、
五
月
四
・
五
日
に
開
催
さ
れ
る
多
度
祭

に
お
い
て
催
さ
れ
る
「
上
げ
馬
神
事
」
は
氏
子
の

地
区
か
ら
選
ば
れ
た
若
者
が
馬
に
跨
り
、
二
ｍ
あ

ま
り
の
絶
壁
を
駆
け
上
が
る
勇
壮
な
祭
で
、
三
重

県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

多
度
山
に
登
れ
ば
濃
尾
平
野
全
体
が
一
望
で
き
、

そ
の
逆
で
濃
尾
平
野
の
多
く
の
場
所
か
ら
は
多
度

山
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
木
曽
三
川
を
挟
ん
で

対
岸
は
愛
知
県
と
な
り
、
近
代
以
前
で
言
え
ば
伊

勢
・
美
濃
・
尾
張
の
国
境
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

立
地
か
ら
多
度
大
社
は
、
広
く
東
海
三
県
か
ら
参

拝
者
が
訪
れ
、｢

お
伊
勢
参
ら
ば
　
お
多
度
も
か
け

よ
　
お
多
度
か
け
ね
ば
　
片
参
り｣

と
謡
わ
れ
、

北
伊
勢
大
神
宮
と
も
称
さ
れ
る
。

　
左
図
は
、
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
の
三
県
の

祈
願
者
数
を
図
に
し
た
も
の
で
信
仰
の
広
が
り
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
各
地
に
多
度
神

社
や
一
目
連
神
社
と
い
う
名
で
勧
請
さ
れ
て
お

り
、
木
曽
三
川
流
域
は
特
に
多
く
広
が
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
信
仰
の
広
が
り
は
い
つ
ま
で

遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か

り
は
、
多
度
大
社
が
所
蔵
す
る
『
神
宮
寺
伽
藍
縁

起
并
資
財
帳
』
（
重
要
文
化
財
、
以
下
『
資
財
帳
』

と
記
す
）
に
あ
る
。
『
資
財
帳
』
と
は
奈
良
時
代

に
書
か
れ
た
も
の
で
、
多
度
大
社
に
神
宮
寺
が
建

立
さ
れ
た
時
の
こ
と
や
、
寺
が
所
有
し
て
い
た
建

物
や
寺
宝
に
つ
い
て
の
一
覧
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
神
宮

寺
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
、
法
堂
・
僧
房
・
湯
屋
な
ど
の
建
物
の
整
備
を

尾
張
国
・
美
濃
国
・
伊
勢
国
・
志
摩
国
と
い
っ
た
、

こ
の
地
域
の
「
道
俗
知
識
」
（
出
家
在
家
の
信
者
）

が
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
神

社
の
信
仰
圏
に
相
乗
り
す
る
こ
と
で
可
能
と
な

り
、
神
宮
寺
の
建
立
を
容
易
に
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
現
代
に
繋
が
る
信
仰
圏
の
淵
源
が
奈
良
時
代

に
は
既
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
．
多
度
山
に
つ
い
て

　
冒
頭
で
神
社
が
多
度
山
の
麓
に
あ
る
と
記
し
た

が
、
今
で
は
「
多
度
山
」
と
言
え
ば
養
老
山
地
南

端
の
部
分
だ
け
を
指
す
呼
称
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
が
定
着
し
た
の
は
恐
ら
く
近
代
以
後

の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
養
老
山
地
と
呼
ば
れ
て

い
る
全
体
を
指
し
て
「
多
度
山
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
そ
の
証
拠
に
、
昨
年
、
養
老
改
元
一
三
〇
〇

年
祭
が
養
老
町
で
行
わ
れ
た
が
、
霊
亀
三
（
七
一

七
）
年
に
お
け
る
改
元
の
契
機
と
な
っ
た
元
正
天

皇
の
美
濃
行
幸
に
関
す
る
記
載
に
は
、
「
多
度
山

の
美
泉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
今
の
桑
名
市
多
度

町
の
こ
と
で
は
な
く
、
養
老
で
の
出
来
事
を
書
い

た
箇
所
で
あ
り
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
「
多
度
山
」

と
は
養
老
山
地
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
し

て
、
天
平
十

二
（
七
四
〇
）

年
、
聖
武
天

皇
の
東
国
行

幸
に
同
行
し

た
大
伴
家
持

が
呼
ん
だ
歌

に
「
田
跡
河

の
瀧
を
清
み

か
古
ゆ
宮
仕

へ
け
む
　
多

藝
の
野
の
上

に
」
と
あ
る
。

こ
こ
に
登
場

す
る
川
は
、
今
の
養
老
の
滝
か
ら
流
れ
出
る
川
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
養
老

山
地
を
描
い
た
「
多
度
山
図
」
が
東
洋
文
庫
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。

二
．
多
度
神
宮
寺
に
つ
い
て

　
多
度
大
社
の
成
立
は
、
神
社
の
縁
起
に
よ
れ
ば

雄
略
天
皇
の
御
世
（
五
世
紀
頃
）
に
遡
る
と
さ
れ

る
。
史
料
に
お
け
る
初
見
は
『
続
日
本
紀
』
延
暦

元
（
七
八
二
）
年
十
月
一
日
の
記
事
で
、
多
度
神

に
対
し
て
「
従
五
位
下
」
の
神
階
が
授
け
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
満
願
禅
師
に
よ
っ
て
多
度
大
社
に
神
宮

寺
が
建
立
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
『
資
財
帳
』
に

は
こ
の
時
の
こ
と
と
し
て
、
満
願
に
対
し
て
多
度

神
か
ら
「
神
の
身
を
離
れ
、
仏
法
に
帰
依
し
た
い
」

と
い
う
神
託
が
あ
り
、
小
堂
を
設
け
て
神
像
を

造
っ
た
と
あ
る
。
奈
良
時
代
に
お
け
る
神
仏
習
合

に
か
か
る
重
要
な
史
料
と
し
て
『
資
財
帳
』
は
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
神
宮
寺
の
整
備
に
あ
た
っ
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
尾
張
国
出
身
の
人
物
が
い
る
。
そ

れ
が
、
「
尾
張
大
僧
都
」
と
呼
ば
れ
た
賢
璟
で
あ

る
。
賢
璟
は
、

尾
張
国
鳴
海
の

有

力

氏

族

で

あ
っ
た
荒
田
井

氏
の
出
身
で
、

山
部
親
王
（
後

の
桓
武
天
皇
）

の
病
気
平
癒
の

祈
祷
を
す
る
な

ど
、
朝
廷
の
信

任
も
厚
い
僧
侶

で
あ
っ
た
。
出

身
で
あ
る
尾
張

国
か
ら
大
和
国

へ

行

く

行

程

で
、
多
度
へ
来
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
江

戸
時
代
の
東
海
道
は
、
桑
名
と
熱
田
の
間
が
船
で

の
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
古
代
の
東
海
道
に
お
い

て
伊
勢
と
尾
張
を
結
ぶ
ル
ー
ト
は
多
度
と
津
島
の

間
で
あ
っ
た
。
桑
名
市
多
度
町
戸
津
付
近
が
、
古

代
東
海
道
の
駅
家
で
あ
る
「
榎
津
駅
家
」
の
推
定

地
で
あ
り
、
次
の
「
馬
津
駅
家
」
の
推
定
地
が
津

島
で
あ
る
。
恐
ら
く
多
度
山
を
仰
ぎ
見
て
、
多
度

大
社
に
も
参
拝
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
所
縁
あ
る
神
社
に
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
賢
璟
は
三
重
塔
を
造
立
し
て
い

る
。
『
資
財
帳
』
に
は
建
物
の
細
か
い
こ
と
ま
で

記
し
て
お
り
、
三
重
塔
は
東
西
二
基
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
こ
の
内
、
東
塔
は
檜
皮
葺
、
西
塔
は

瓦
葺
で
あ
っ
た
。
こ
の
西
塔
が
、
多
数
あ
っ
た
神

宮
寺
の
建
物
の
中
で
、
唯
一
の
瓦
葺
建
物
で
あ
っ

た
。
東
西
ど
ち
ら
の
三
重
塔
を
賢
璟
が
造
立
し
た

の
か
、
そ
れ
は
『
資
財
帳
』
に
書
か
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
多
度
大
社
周
辺
の
遺
跡
か
ら
は
、
奈
良

時
代
に
遡
る
瓦
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
瓦
が

尾
張
国
分
寺
に
葺
か
れ
た
瓦
と
同
じ
系
統
に
属
す

る
瓦
で
あ
り
、
賢
璟
が
建
て
た
の
が
瓦
葺
の
西
塔

で
あ
っ
た
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
賢
璟
の
出
身

地
で
あ
る
鳴
海
に
あ
る
、
鳴
海
廃
寺
か
ら
も
同
じ

尾
張
国
分
寺
系
の
瓦
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
さ
ら

に
そ
の
説
を
補
強
す
る
。
賢
璟
が
三
重
塔
を
建
て

る
に
あ
た
り
、
尾
張
国
分
寺
の
瓦
の
文
様
を
採
用

す
る
よ
う
に
指
示
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。

残
念
な
が
ら
瓦
を
焼
い
た
窯
は
見
つ
か
っ
て
い
な

い
。
も
う
一
つ
の
三
重
塔
は
、
美
濃
国
の
県
主
新

麿
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
神
宮
寺
の
寺
領
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
ほ

と
ん
ど
の
寺
領
が
伊
勢
国
内
で
あ
る
な
か
、
尾
張

国
海
部
郡
十
三
条
馬
背
里
に
も
寺
領
を
有
し
て
い

た
。
こ
の
寺
領
が
核
と
な
っ
て
後
に
大
成
荘
（
旧

立
田
村
）
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
成

荘
の
初
見
史
料
が
、
嘉
承
元
（
一
一
〇
六
）
年
の

堀
川
天
皇
宣
旨
案
（
東
寺
所
蔵
）
で
あ
り
、
こ
の

時
軍
勢
を
率
い
た
一

団
が
大
成
荘
に
乱
入

す
る
事
件
を
発
生
し

て
い
る
。
翌
年
に
も

乱
行
が
止
ま
ず
、
東

寺
は
押
妨
の
停
止
を

求
め
て
訴
え
を
起
し

て
い
る
。

　
鎌
倉
時
代
に
な
り

大
成
荘
は
、
多
度
神

宮
寺
の
所
領
か
ら
東

寺
八
幡
宮
料
、
そ
し

て
東
寺
修
理
別
当
職

の
管
轄
に
移
さ
れ
て

し
ま
う
。
こ
れ
で
完

全
に
関
係
が
途
絶
え

た
わ
け
で
は
な
い
の

が
、
大
成
荘
年
貢
目

録
に
よ
っ
て
確
認
で

き
、
こ
こ
に
は
若
干
の
取
分
が
多
度
神
宮
寺
に
も

あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
元
亨
四
（
一
三

二
四
）
年
に
は
三
〇
〇
文
、
貞
和
二
（
一
三
四
六
）

年
に
は
五
〇
〇
文
、
観
応
三
（
一
三
五
二
）
年
に

は
二
〇
〇
文
で
あ
っ
た
。

　
観
応
三
年
以
降
、
大
成
荘
と
多
度
神
宮
寺
の
関

係
は
詳
ら
か
で
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
神
宮
寺

が
繋
が
り
を
深
め
て
い
く
の
が
、
大
須
観
音
真
福

寺
で
あ
る
。
今
の
真
福
寺
は
名
古
屋
市
内
に
位
置

し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
移
転
す
る
ま
で
は
尾

張
国
中
島
郡
大
須
（
現
在
の
岐
阜
県
羽
島
市
大

須
）
に
あ
り
、
木
曽
三
川
を
介
し
て
、
と
て
も
近

い
場
所
で
あ
っ
た
。
真
福
寺
の
創
建
は
、
十
四
世

紀
後
半
と
さ
れ
る
。
多
数
の
古
文
書
・
聖
教
類
を

所
蔵
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
「
真
福
寺
文
庫
」
と

呼
ば
れ
、
重
要
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
史

料
も
含
ま
れ
て
い
る
。
有
名
な
『
尾
張
国
百
姓
等

解
文
』
は
、
伊
勢
国
桑
名
郡
富
津
御
厨
小
山
勝
福

寺
で
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
奥
書
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
か
ら
も
真
福
寺
が
伊
勢

国
の
寺
院
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。

　
多
度
神
宮
寺
と
の
関
係
で
は
、
享
徳
二
（
一
四

五
三
）
年
に
行
わ
れ
た
真
福
寺
を
開
山
し
た
能
信

の
百
年
忌
法
要
に
、
神
宮
寺
の
末
寺
で
あ
る
阿
弥

陀
寺
が
参
加
し
て
い
る
。
や
や
時
代
が
下
る
が
、

慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
の
『
指
上
申
末
寺
手
形

之
事
』
に
よ
っ
て
多
度
神
宮
寺
が
真
福
寺
の
末
寺

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
こ
の
関
係
が

十
五
世
紀
後
半
の
段
階
ま
で
遡
る
と
も
考
え
ら
れ

よ
う
。三

．
伊
勢
国
一
宮
多
度
大
社

　
真
福
寺
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
で
注
目

す
べ
き
は
、
『
求
聞
持
腰
袋
抄
』
の
奥
書
に
「
伊

勢
一
宮
多
度
山
法
雲
寺
」
と
出
て
く
る
こ
と
で
あ

る
。
法
雲
寺
と
は
多
度
神
宮
寺
の
寺
号
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
伊
勢
国
の
一
宮
は
鈴
鹿
市
に

あ
る
「
椿
大
神
社
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
多

度
大
社
を
一
宮
と
す
る
史
料
は
少
な
い
な
が
ら
存

在
し
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
古
代
に
お
い
て
伊
勢
国
内
に
一
番
高

い
神
階
を
授
か
っ
て
い
た
の
は
多
度
大
社
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
阿
射
加
神
社
（
松
阪
市
）
、
稲
生

神
社
（
鈴
鹿
市
）
、
猪
名
部
神
社
（
い
な
べ
市
）

と
つ
づ
い
て
、
椿
大
神
社
は
五
番
目
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
当
初
、
多
度
大
社
が
一
宮

で
あ
っ
た
が
、
国
府
に
近
い
こ
と
な
ど
か
ら
椿
大

神
社
が
一
宮
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
多
度

大
社
を
一
宮
と
す
る
史
料
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

伊
勢
国
内
で
も
っ
と
も
有
力
な
神
社
と
し
て
認
識

さ
れ
続
け
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
他
、
尾
張
国
中
島
郡
（
今
の
稲
沢
市
）
に

あ
っ
た
七
ツ
寺
に
納
め
ら
れ
た
一
切
経
に
は
、
「
鎮

守
三
所
」
と
し
て
南
宮
大
社
・
津
島
神
社
・
多
度

大
社
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
有
力

神
社
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
、
『
梁

塵
秘
抄
』
に
は
「
関
よ
り
東
の
軍
神
」
と
し
て
熱

田
神
宮
な
ど
と
と
も
に
多
度
大
社
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
地
域
を
代
表
す
る
神
社
で
あ
っ
た
。

　
軍
神
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
平
氏
と
の
関
係

が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
氏
が
、
都
で
権
勢
を
誇

る
基
盤
と
な
っ
た
の
が
伊
勢
国
で
あ
っ
た
。
平
氏

の
一
族
の
も
の
が
多
度
神
宮
寺
の
俗
別
当
職
を
務

め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
多
度
大
社
・
神
宮
寺
は

平
氏
の
氏
神
・
氏
寺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
多
度
大
社
が
一
宮
か
ら
外
れ
た
こ
と
は
、
平

氏
と
の
つ
な
が
り
が
深
か
っ
た
こ
と
も
一
因
か
も

し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
多
度
大
社
の
霊
験
と
し
て
「
雨
乞
い
」

が
有
名
で
あ
る
。
特
に
天
気
予
報
な
ど
な
か
っ
た

前
近
代
に
お
い
て
、
雨
が
降
る
降
ら
な
い
は
神
頼

み
で
あ
っ
た
。
雨
乞
い
が
中
世
に
遡
る
か
は
史
料

が
な
く
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に

は
各
地
か
ら
多
度
大
社
へ
、
雨
乞
い
の
祈
祷
を
受

け
に
参
詣
し
て
い
る
史
料
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

多
度
大
社
で
祈
願
を
行
い
、
雨
乞
い
の
御
幣
を
自

分
の
村
ま
で
持
ち
帰
っ
た
。
大
き
な
川
の
な
い
知

多
半
島
で
は
、
灌
漑
と
言
え
ば
溜
池
が
中
心
で
水

不
足
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
地
域
の
神
社
で

祈
祷
し
、
効
果
が
な
け
れ
ば
多
度
ま
で
足
を
運
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。

四
．
お
わ
り
に

　

ー
　

信
長
と
多
度
大
社
　

ー

　
多
度
大
社
・
多
度
神
宮
寺
に
関
す
る
史
料
は
、

あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
尾
張
国
を
制

し
、
美
濃
・
伊
勢
と
版
図
を
広
げ
て
き
た
織
田
信

長
と
敵
対
し
た
か
ら
で
あ
る
。
長
島
の
願
証
寺
を

中
心
と
し
た
長
島
一
向
一
揆
に
与
し
、
元
亀
二
（
一

五
七
一
）
年
の
一
向
一
揆
攻
め
の
際
に
、
焼
き
討

ち
に
遭
い
、
堂
舎
こ
と
ご
と
く
焼
け
落
ち
た
か
ら

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
神
社
の
復
興
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
に
本
多

忠
勝
が
桑
名
藩
主
と
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
慶
長
十
（
一
六
〇
五
）
年
の
こ
と
で
、
こ
の

時
に
奉
納
さ
れ
た
棟
札
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ

に
も
「
伊
勢
一
宮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
神
宮
寺

の
再
建
は
、
さ
ら
に
遅
れ
松
平
氏
が
本
多
氏
に
か

わ
っ
て
桑
名
藩
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
多
度
大
社
は
、
愛
知
・
岐
阜
・
三
重
を
中
心
に

広
い
エ
リ
ア
か
ら
参
拝
者
を
集
め
て
い
る
。
そ
の

信
仰
圏
は
奈
良
時
代
ま
で
遡
り
、
多
度
神
宮
寺
の

建
立
に
は
賢
璟
と
い
う
尾
張
国
の
人
物
が
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
大
成

荘
・
真
福
寺
な
ど
尾
張
国
と
の
深
い
つ
な
が
り
を

持
ち
続
け
た
。
し
か
し
、
尾
張
国
か
ら
生
ま
れ
た

天
下
人
信
長
に
敵
対
し
た
こ
と
で
、
焼
き
討
ち
に

遭
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
も
地
域
の
有
力
寺
社
と
し

て
、
地
域
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
証
と

も
言
え
よ
う
。

あ
ま
て
ら
す

お
お
み

か
み

あ
め
の
　

ま
　

ひ
と
つ
　

の
　

み
こ
と

　

つ
　

ひ
こ

ね
の
み
こ
と

　

み
　

　

こ
　

が
み

あ
ま

多度大社　東海３県祈願者分布図（平成６年）
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史
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史
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古
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史
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史
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椿
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椿
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湾
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古
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名
著
出
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
六
年
　
吉
田
一
彦

　
　
　
　
　
　
「
多
度
神
宮
寺
と
神
仏
習
合

　
　
　
　
　
　
　
　

ー
中
国
の
神
仏
習
合
思
想
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
容
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
　
中
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塙
書
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
五
年
　
和
田
　
萃

　
　
　
　
　
　
　
「
養
老
改
元
ー
醴
泉
と
変
若
水
ー
」

拝
者
が
訪
れ
、｢

お
伊
勢
参
ら
ば
　
お
多
度
も
か
け

よ
　
お
多
度
か
け
ね
ば
　
片
参
り｣

と
謡
わ
れ
、

北
伊
勢
大
神
宮
と
も
称
さ
れ
る
。

　
左
図
は
、
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
の
三
県
の

祈
願
者
数
を
図
に
し
た
も
の
で
信
仰
の
広
が
り
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
各
地
に
多
度
神

社
や
一
目
連
神
社
と
い
う
名
で
勧
請
さ
れ
て
お

り
、
木
曽
三
川
流
域
は
特
に
多
く
広
が
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
信
仰
の
広
が
り
は
い
つ
ま
で

遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か

り
は
、
多
度
大
社
が
所
蔵
す
る
『
神
宮
寺
伽
藍
縁

起
并
資
財
帳
』
（
重
要
文
化
財
、
以
下
『
資
財
帳
』

と
記
す
）
に
あ
る
。
『
資
財
帳
』
と
は
奈
良
時
代

に
書
か
れ
た
も
の
で
、
多
度
大
社
に
神
宮
寺
が
建

立
さ
れ
た
時
の
こ
と
や
、
寺
が
所
有
し
て
い
た
建

物
や
寺
宝
に
つ
い
て
の
一
覧
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
神
宮

寺
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
、
法
堂
・
僧
房
・
湯
屋
な
ど
の
建
物
の
整
備
を

尾
張
国
・
美
濃
国
・
伊
勢
国
・
志
摩
国
と
い
っ
た
、

こ
の
地
域
の
「
道
俗
知
識
」
（
出
家
在
家
の
信
者
）

が
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
神

社
の
信
仰
圏
に
相
乗
り
す
る
こ
と
で
可
能
と
な

り
、
神
宮
寺
の
建
立
を
容
易
に
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
現
代
に
繋
が
る
信
仰
圏
の
淵
源
が
奈
良
時
代

に
は
既
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
．
多
度
山
に
つ
い
て

　
冒
頭
で
神
社
が
多
度
山
の
麓
に
あ
る
と
記
し
た

が
、
今
で
は
「
多
度
山
」
と
言
え
ば
養
老
山
地
南

端
の
部
分
だ
け
を
指
す
呼
称
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
が
定
着
し
た
の
は
恐
ら
く
近
代
以
後

の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
養
老
山
地
と
呼
ば
れ
て

い
る
全
体
を
指
し
て
「
多
度
山
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
そ
の
証
拠
に
、
昨
年
、
養
老
改
元
一
三
〇
〇

年
祭
が
養
老
町
で
行
わ
れ
た
が
、
霊
亀
三
（
七
一

七
）
年
に
お
け
る
改
元
の
契
機
と
な
っ
た
元
正
天

皇
の
美
濃
行
幸
に
関
す
る
記
載
に
は
、
「
多
度
山

の
美
泉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
今
の
桑
名
市
多
度

町
の
こ
と
で
は
な
く
、
養
老
で
の
出
来
事
を
書
い

た
箇
所
で
あ
り
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
「
多
度
山
」

と
は
養
老
山
地
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
し

て
、
天
平
十

二
（
七
四
〇
）

年
、
聖
武
天

皇
の
東
国
行

幸
に
同
行
し

た
大
伴
家
持

が
呼
ん
だ
歌

に
「
田
跡
河

の
瀧
を
清
み

か
古
ゆ
宮
仕

へ
け
む
　
多

藝
の
野
の
上

に
」
と
あ
る
。

こ
こ
に
登
場

す
る
川
は
、
今
の
養
老
の
滝
か
ら
流
れ
出
る
川
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
養
老

山
地
を
描
い
た
「
多
度
山
図
」
が
東
洋
文
庫
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。

二
．
多
度
神
宮
寺
に
つ
い
て

　
多
度
大
社
の
成
立
は
、
神
社
の
縁
起
に
よ
れ
ば

雄
略
天
皇
の
御
世
（
五
世
紀
頃
）
に
遡
る
と
さ
れ

る
。
史
料
に
お
け
る
初
見
は
『
続
日
本
紀
』
延
暦

元
（
七
八
二
）
年
十
月
一
日
の
記
事
で
、
多
度
神

に
対
し
て
「
従
五
位
下
」
の
神
階
が
授
け
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
満
願
禅
師
に
よ
っ
て
多
度
大
社
に
神
宮

寺
が
建
立
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
『
資
財
帳
』
に

は
こ
の
時
の
こ
と
と
し
て
、
満
願
に
対
し
て
多
度

神
か
ら
「
神
の
身
を
離
れ
、
仏
法
に
帰
依
し
た
い
」

と
い
う
神
託
が
あ
り
、
小
堂
を
設
け
て
神
像
を

造
っ
た
と
あ
る
。
奈
良
時
代
に
お
け
る
神
仏
習
合

に
か
か
る
重
要
な
史
料
と
し
て
『
資
財
帳
』
は
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
神
宮
寺
の
整
備
に
あ
た
っ
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
尾
張
国
出
身
の
人
物
が
い
る
。
そ

れ
が
、
「
尾
張
大
僧
都
」
と
呼
ば
れ
た
賢
璟
で
あ

る
。
賢
璟
は
、

尾
張
国
鳴
海
の

有

力

氏

族

で

あ
っ
た
荒
田
井

氏
の
出
身
で
、

山
部
親
王
（
後

の
桓
武
天
皇
）

の
病
気
平
癒
の

祈
祷
を
す
る
な

ど
、
朝
廷
の
信

任
も
厚
い
僧
侶

で
あ
っ
た
。
出

身
で
あ
る
尾
張

国
か
ら
大
和
国

へ

行

く

行

程

で
、
多
度
へ
来
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
江

戸
時
代
の
東
海
道
は
、
桑
名
と
熱
田
の
間
が
船
で

の
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
古
代
の
東
海
道
に
お
い

て
伊
勢
と
尾
張
を
結
ぶ
ル
ー
ト
は
多
度
と
津
島
の

間
で
あ
っ
た
。
桑
名
市
多
度
町
戸
津
付
近
が
、
古

代
東
海
道
の
駅
家
で
あ
る
「
榎
津
駅
家
」
の
推
定

地
で
あ
り
、
次
の
「
馬
津
駅
家
」
の
推
定
地
が
津

島
で
あ
る
。
恐
ら
く
多
度
山
を
仰
ぎ
見
て
、
多
度

大
社
に
も
参
拝
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
所
縁
あ
る
神
社
に
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
賢
璟
は
三
重
塔
を
造
立
し
て
い

る
。
『
資
財
帳
』
に
は
建
物
の
細
か
い
こ
と
ま
で

記
し
て
お
り
、
三
重
塔
は
東
西
二
基
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
こ
の
内
、
東
塔
は
檜
皮
葺
、
西
塔
は

瓦
葺
で
あ
っ
た
。
こ
の
西
塔
が
、
多
数
あ
っ
た
神

宮
寺
の
建
物
の
中
で
、
唯
一
の
瓦
葺
建
物
で
あ
っ

た
。
東
西
ど
ち
ら
の
三
重
塔
を
賢
璟
が
造
立
し
た

の
か
、
そ
れ
は
『
資
財
帳
』
に
書
か
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
多
度
大
社
周
辺
の
遺
跡
か
ら
は
、
奈
良

時
代
に
遡
る
瓦
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
瓦
が

尾
張
国
分
寺
に
葺
か
れ
た
瓦
と
同
じ
系
統
に
属
す

る
瓦
で
あ
り
、
賢
璟
が
建
て
た
の
が
瓦
葺
の
西
塔

で
あ
っ
た
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
賢
璟
の
出
身

地
で
あ
る
鳴
海
に
あ
る
、
鳴
海
廃
寺
か
ら
も
同
じ

尾
張
国
分
寺
系
の
瓦
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
さ
ら

に
そ
の
説
を
補
強
す
る
。
賢
璟
が
三
重
塔
を
建
て

る
に
あ
た
り
、
尾
張
国
分
寺
の
瓦
の
文
様
を
採
用

す
る
よ
う
に
指
示
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。

残
念
な
が
ら
瓦
を
焼
い
た
窯
は
見
つ
か
っ
て
い
な

い
。
も
う
一
つ
の
三
重
塔
は
、
美
濃
国
の
県
主
新

麿
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
神
宮
寺
の
寺
領
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
ほ

と
ん
ど
の
寺
領
が
伊
勢
国
内
で
あ
る
な
か
、
尾
張

国
海
部
郡
十
三
条
馬
背
里
に
も
寺
領
を
有
し
て
い

た
。
こ
の
寺
領
が
核
と
な
っ
て
後
に
大
成
荘
（
旧

立
田
村
）
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
成

荘
の
初
見
史
料
が
、
嘉
承
元
（
一
一
〇
六
）
年
の

堀
川
天
皇
宣
旨
案
（
東
寺
所
蔵
）
で
あ
り
、
こ
の

時
軍
勢
を
率
い
た
一

団
が
大
成
荘
に
乱
入

す
る
事
件
を
発
生
し

て
い
る
。
翌
年
に
も

乱
行
が
止
ま
ず
、
東

寺
は
押
妨
の
停
止
を

求
め
て
訴
え
を
起
し

て
い
る
。

　
鎌
倉
時
代
に
な
り

大
成
荘
は
、
多
度
神

宮
寺
の
所
領
か
ら
東

寺
八
幡
宮
料
、
そ
し

て
東
寺
修
理
別
当
職

の
管
轄
に
移
さ
れ
て

し
ま
う
。
こ
れ
で
完

全
に
関
係
が
途
絶
え

た
わ
け
で
は
な
い
の

が
、
大
成
荘
年
貢
目

録
に
よ
っ
て
確
認
で

き
、
こ
こ
に
は
若
干
の
取
分
が
多
度
神
宮
寺
に
も

あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
元
亨
四
（
一
三

二
四
）
年
に
は
三
〇
〇
文
、
貞
和
二
（
一
三
四
六
）

年
に
は
五
〇
〇
文
、
観
応
三
（
一
三
五
二
）
年
に

は
二
〇
〇
文
で
あ
っ
た
。

　
観
応
三
年
以
降
、
大
成
荘
と
多
度
神
宮
寺
の
関

係
は
詳
ら
か
で
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
神
宮
寺

が
繋
が
り
を
深
め
て
い
く
の
が
、
大
須
観
音
真
福

寺
で
あ
る
。
今
の
真
福
寺
は
名
古
屋
市
内
に
位
置

し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
移
転
す
る
ま
で
は
尾

張
国
中
島
郡
大
須
（
現
在
の
岐
阜
県
羽
島
市
大

須
）
に
あ
り
、
木
曽
三
川
を
介
し
て
、
と
て
も
近

い
場
所
で
あ
っ
た
。
真
福
寺
の
創
建
は
、
十
四
世

紀
後
半
と
さ
れ
る
。
多
数
の
古
文
書
・
聖
教
類
を

所
蔵
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
「
真
福
寺
文
庫
」
と

呼
ば
れ
、
重
要
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
史

料
も
含
ま
れ
て
い
る
。
有
名
な
『
尾
張
国
百
姓
等

解
文
』
は
、
伊
勢
国
桑
名
郡
富
津
御
厨
小
山
勝
福

寺
で
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
奥
書
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
か
ら
も
真
福
寺
が
伊
勢

国
の
寺
院
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。

　
多
度
神
宮
寺
と
の
関
係
で
は
、
享
徳
二
（
一
四

五
三
）
年
に
行
わ
れ
た
真
福
寺
を
開
山
し
た
能
信

の
百
年
忌
法
要
に
、
神
宮
寺
の
末
寺
で
あ
る
阿
弥

陀
寺
が
参
加
し
て
い
る
。
や
や
時
代
が
下
る
が
、

慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
の
『
指
上
申
末
寺
手
形

之
事
』
に
よ
っ
て
多
度
神
宮
寺
が
真
福
寺
の
末
寺

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
こ
の
関
係
が

十
五
世
紀
後
半
の
段
階
ま
で
遡
る
と
も
考
え
ら
れ

よ
う
。三

．
伊
勢
国
一
宮
多
度
大
社

　
真
福
寺
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
で
注
目

す
べ
き
は
、
『
求
聞
持
腰
袋
抄
』
の
奥
書
に
「
伊

勢
一
宮
多
度
山
法
雲
寺
」
と
出
て
く
る
こ
と
で
あ

る
。
法
雲
寺
と
は
多
度
神
宮
寺
の
寺
号
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
伊
勢
国
の
一
宮
は
鈴
鹿
市
に

あ
る
「
椿
大
神
社
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
多

度
大
社
を
一
宮
と
す
る
史
料
は
少
な
い
な
が
ら
存

在
し
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
古
代
に
お
い
て
伊
勢
国
内
に
一
番
高

い
神
階
を
授
か
っ
て
い
た
の
は
多
度
大
社
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
阿
射
加
神
社
（
松
阪
市
）
、
稲
生

神
社
（
鈴
鹿
市
）
、
猪
名
部
神
社
（
い
な
べ
市
）

と
つ
づ
い
て
、
椿
大
神
社
は
五
番
目
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
当
初
、
多
度
大
社
が
一
宮

で
あ
っ
た
が
、
国
府
に
近
い
こ
と
な
ど
か
ら
椿
大

神
社
が
一
宮
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
多
度

大
社
を
一
宮
と
す
る
史
料
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

伊
勢
国
内
で
も
っ
と
も
有
力
な
神
社
と
し
て
認
識

さ
れ
続
け
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
他
、
尾
張
国
中
島
郡
（
今
の
稲
沢
市
）
に

あ
っ
た
七
ツ
寺
に
納
め
ら
れ
た
一
切
経
に
は
、
「
鎮

守
三
所
」
と
し
て
南
宮
大
社
・
津
島
神
社
・
多
度

大
社
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
有
力

神
社
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
、
『
梁

塵
秘
抄
』
に
は
「
関
よ
り
東
の
軍
神
」
と
し
て
熱

田
神
宮
な
ど
と
と
も
に
多
度
大
社
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
地
域
を
代
表
す
る
神
社
で
あ
っ
た
。

　
軍
神
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
平
氏
と
の
関
係

が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
氏
が
、
都
で
権
勢
を
誇

る
基
盤
と
な
っ
た
の
が
伊
勢
国
で
あ
っ
た
。
平
氏

の
一
族
の
も
の
が
多
度
神
宮
寺
の
俗
別
当
職
を
務

め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
多
度
大
社
・
神
宮
寺
は

平
氏
の
氏
神
・
氏
寺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
多
度
大
社
が
一
宮
か
ら
外
れ
た
こ
と
は
、
平

氏
と
の
つ
な
が
り
が
深
か
っ
た
こ
と
も
一
因
か
も

し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
多
度
大
社
の
霊
験
と
し
て
「
雨
乞
い
」

が
有
名
で
あ
る
。
特
に
天
気
予
報
な
ど
な
か
っ
た

前
近
代
に
お
い
て
、
雨
が
降
る
降
ら
な
い
は
神
頼

み
で
あ
っ
た
。
雨
乞
い
が
中
世
に
遡
る
か
は
史
料

が
な
く
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に

は
各
地
か
ら
多
度
大
社
へ
、
雨
乞
い
の
祈
祷
を
受

け
に
参
詣
し
て
い
る
史
料
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

多
度
大
社
で
祈
願
を
行
い
、
雨
乞
い
の
御
幣
を
自

分
の
村
ま
で
持
ち
帰
っ
た
。
大
き
な
川
の
な
い
知

多
半
島
で
は
、
灌
漑
と
言
え
ば
溜
池
が
中
心
で
水

不
足
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
地
域
の
神
社
で

祈
祷
し
、
効
果
が
な
け
れ
ば
多
度
ま
で
足
を
運
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。

四
．
お
わ
り
に

　

ー
　

信
長
と
多
度
大
社
　

ー

　
多
度
大
社
・
多
度
神
宮
寺
に
関
す
る
史
料
は
、

あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
尾
張
国
を
制

し
、
美
濃
・
伊
勢
と
版
図
を
広
げ
て
き
た
織
田
信

長
と
敵
対
し
た
か
ら
で
あ
る
。
長
島
の
願
証
寺
を

中
心
と
し
た
長
島
一
向
一
揆
に
与
し
、
元
亀
二
（
一

五
七
一
）
年
の
一
向
一
揆
攻
め
の
際
に
、
焼
き
討

ち
に
遭
い
、
堂
舎
こ
と
ご
と
く
焼
け
落
ち
た
か
ら

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
神
社
の
復
興
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
に
本
多

忠
勝
が
桑
名
藩
主
と
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
慶
長
十
（
一
六
〇
五
）
年
の
こ
と
で
、
こ
の

時
に
奉
納
さ
れ
た
棟
札
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ

に
も
「
伊
勢
一
宮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
神
宮
寺

の
再
建
は
、
さ
ら
に
遅
れ
松
平
氏
が
本
多
氏
に
か

わ
っ
て
桑
名
藩
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
多
度
大
社
は
、
愛
知
・
岐
阜
・
三
重
を
中
心
に

広
い
エ
リ
ア
か
ら
参
拝
者
を
集
め
て
い
る
。
そ
の

信
仰
圏
は
奈
良
時
代
ま
で
遡
り
、
多
度
神
宮
寺
の

建
立
に
は
賢
璟
と
い
う
尾
張
国
の
人
物
が
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
大
成

荘
・
真
福
寺
な
ど
尾
張
国
と
の
深
い
つ
な
が
り
を

持
ち
続
け
た
。
し
か
し
、
尾
張
国
か
ら
生
ま
れ
た

天
下
人
信
長
に
敵
対
し
た
こ
と
で
、
焼
き
討
ち
に

遭
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
も
地
域
の
有
力
寺
社
と
し

て
、
地
域
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
証
と

も
言
え
よ
う
。

れ
い
　

き
　

げ
ん
し
ょ
う

て
ん
ぴ
ょ
う

　

た
　

　

ど
　

が
わ

し
ょ
う
　

む
　

お
お
と
も
の

や
か
も
ち

ゆ
う
り
ゃ
く

え
ん
り
ゃ
く

ま
ん

が
ん
ぜ
ん
　

じ
　

　

お
　

わ
り

だ
い

そ
う
　

ず
　

け
ん
き
ょ
う

や
ま
　

べ
　

か
ん
　

む
　

え
な

つ
の

う
ま
　

や
　

　

ま
　

づ
の

う
ま
　

や
　

　

か
　

し
ょ
う

げ
ん
こ
う

か
ん

お
う

じ
ょ
う
　

わ
　

き
ょ
う

と
く

よ
し

の
ぶ

じ
ん
　

ひ
　

し
ょ
う

り
ょ
う

け
い

あ
ん

つ
ば
き

お
お

か
み
や
し
ろ

　

あ
　

　

ざ
　

　

か
　

い
な
　

り
　

　

い
　

　

な
　

　

べ
　

げ
ん
　

き
　

け
い
ち
ょ
う
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■
参
考
資
料

　
『
多
度
町
史
』
　
民
俗
　
　
二
〇
〇
〇
年
　
多
度
町

　
『
多
度
町
史
』
　
資
料
編
１
　
考
古
・
古
代
・
中
世

二
〇
〇
二
年
　
多
度
町

　
『
多
度
町
史
』
　
資
料
編
２
　
近
世

二
〇
〇
四
年
　
多
度
町

　
『
多
度
町
史
』
　
資
料
編
３
　
近
代
・
現
代

二
〇
〇
三
年
　
多
度
町

　
『M

i
e

h
i
s
t
o
r
y

』
　
第
一
六
号

三
重
歴
史
文
化
研
究
会

二
〇
〇
五
年
　
石
神
教
親

　
「
多
度
神
宮
寺
の
造
営
」

　
『
桑
名
市
博
物
館
紀
要
』
　
第
六
号

二
〇
〇
六
年
　
石
神
教
親
・
平
子
あ
つ
子

　「
大
須
観
音
真
福
寺
所
蔵
資
料
に
み
る

多
度
・
桑
名
の
中
世
寺
院
」

　
『
三
重
県
史
研
究
』
　
第
二
五
号

二
〇
一
〇
年
　
石
神
教
親

　
「
多
度
大
社
と
椿
大
神
社

　

～
伊
勢
国
一
宮
を
め
ぐ
っ
て
～
」

　
『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
　

所
報
』
　
第
六
五
号

二
〇
〇
三
年
　
井
後
政
晏

　
「
伊
勢
国
一
宮
の
再
検
討

　

ー
多
度
神
社
と
椿
大
神
社
」

　
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
　

研
究
論
集
』
　
史
学
四
八

二
〇
〇
二
年
　
稲
葉
伸
道

　
「
尾
張
国
真
福
寺
の
成
立

　

ー
中
世
地
方
寺
院
の
一
形
態
ー
」

　
『
名
古
屋
市
博
物
館
　

研
究
紀
要
』
　
第
十
四
巻

一
九
九
一
年
　
梶
山
　
勝

　
「
尾
張
国
分
寺
軒
瓦
と
そ
の
同
型
瓦
の

　

分
布
を
め
ぐ
っ
て
」

　
『
知
多
半
島
の
歴
史
と
現
在
』
　
第
十
七
号

日
本
福
祉
大
学
知
多
半
島
総
合
研
究
所

二
〇
一
三
年
　
松
下
　
孜

　
「
近
世
知
多
地
方
の
雨
乞
い
」

　
『
古
代
王
権
と
交
流
４
　
伊
勢
湾
と
古
代
の
東
海
』

名
著
出
版

一
九
九
六
年
　
吉
田
一
彦

　
「
多
度
神
宮
寺
と
神
仏
習
合

　

ー
中
国
の
神
仏
習
合
思
想
の

　

受
容
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
　
中
巻塙

書
房

一
九
九
五
年
　
和
田
　
萃

　
「
養
老
改
元
ー
醴
泉
と
変
若
水
ー
」

拝
者
が
訪
れ
、｢

お
伊
勢
参
ら
ば

お
多
度
も
か
け

よ

お
多
度
か
け
ね
ば

片
参
り｣

と
謡
わ
れ
、

北
伊
勢
大
神
宮
と
も
称
さ
れ
る
。

左
図
は
、
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
の
三
県
の

祈
願
者
数
を
図
に
し
た
も
の
で
信
仰
の
広
が
り
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
各
地
に
多
度
神

社
や
一
目
連
神
社
と
い
う
名
で
勧
請
さ
れ
て
お

り
、
木
曽
三
川
流
域
は
特
に
多
く
広
が
っ
て
い
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
信
仰
の
広
が
り
は
い
つ
ま
で

遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か

り
は
、
多
度
大
社
が
所
蔵
す
る
『
神
宮
寺
伽
藍
縁

起
并
資
財
帳
』
（
重
要
文
化
財
、
以
下
『
資
財
帳
』

と
記
す
）
に
あ
る
。
『
資
財
帳
』
と
は
奈
良
時
代

に
書
か
れ
た
も
の
で
、
多
度
大
社
に
神
宮
寺
が
建

立
さ
れ
た
時
の
こ
と
や
、
寺
が
所
有
し
て
い
た
建

物
や
寺
宝
に
つ
い
て
の
一
覧
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
神
宮

寺
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
、
法
堂
・
僧
房
・
湯
屋
な
ど
の
建
物
の
整
備
を

尾
張
国
・
美
濃
国
・
伊
勢
国
・
志
摩
国
と
い
っ
た
、

こ
の
地
域
の
「
道
俗
知
識
」
（
出
家
在
家
の
信
者
）

が
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
神

社
の
信
仰
圏
に
相
乗
り
す
る
こ
と
で
可
能
と
な

り
、
神
宮
寺
の
建
立
を
容
易
に
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
現
代
に
繋
が
る
信
仰
圏
の
淵
源
が
奈
良
時
代

に
は
既
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
．
多
度
山
に
つ
い
て

冒
頭
で
神
社
が
多
度
山
の
麓
に
あ
る
と
記
し
た

が
、
今
で
は
「
多
度
山
」
と
言
え
ば
養
老
山
地
南

端
の
部
分
だ
け
を
指
す
呼
称
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
が
定
着
し
た
の
は
恐
ら
く
近
代
以
後

の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
養
老
山
地
と
呼
ば
れ
て

い
る
全
体
を
指
し
て
「
多
度
山
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
そ
の
証
拠
に
、
昨
年
、
養
老
改
元
一
三
〇
〇

年
祭
が
養
老
町
で
行
わ
れ
た
が
、
霊
亀
三
（
七
一

七
）
年
に
お
け
る
改
元
の
契
機
と
な
っ
た
元
正
天

皇
の
美
濃
行
幸
に
関
す
る
記
載
に
は
、
「
多
度
山

の
美
泉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
今
の
桑
名
市
多
度

町
の
こ
と
で
は
な
く
、
養
老
で
の
出
来
事
を
書
い

た
箇
所
で
あ
り
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
「
多
度
山
」

と
は
養
老
山
地
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
し

て
、
天
平
十

二
（
七
四
〇
）

年
、
聖
武
天

皇
の
東
国
行

幸
に
同
行
し

た
大
伴
家
持

が
呼
ん
だ
歌

に
「
田
跡
河

の
瀧
を
清
み

か
古
ゆ
宮
仕

へ
け
む
　
多

藝
の
野
の
上

に
」
と
あ
る
。

こ
こ
に
登
場

す
る
川
は
、
今
の
養
老
の
滝
か
ら
流
れ
出
る
川
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
養
老

山
地
を
描
い
た
「
多
度
山
図
」
が
東
洋
文
庫
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。

二
．
多
度
神
宮
寺
に
つ
い
て

多
度
大
社
の
成
立
は
、
神
社
の
縁
起
に
よ
れ
ば

雄
略
天
皇
の
御
世
（
五
世
紀
頃
）
に
遡
る
と
さ
れ

る
。
史
料
に
お
け
る
初
見
は
『
続
日
本
紀
』
延
暦

元
（
七
八
二
）
年
十
月
一
日
の
記
事
で
、
多
度
神

に
対
し
て
「
従
五
位
下
」
の
神
階
が
授
け
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
満
願
禅
師
に
よ
っ
て
多
度
大
社
に
神
宮

寺
が
建
立
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
『
資
財
帳
』
に

は
こ
の
時
の
こ
と
と
し
て
、
満
願
に
対
し
て
多
度

神
か
ら
「
神
の
身
を
離
れ
、
仏
法
に
帰
依
し
た
い
」

と
い
う
神
託
が
あ
り
、
小
堂
を
設
け
て
神
像
を

造
っ
た
と
あ
る
。
奈
良
時
代
に
お
け
る
神
仏
習
合

に
か
か
る
重
要
な
史
料
と
し
て
『
資
財
帳
』
は
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
神
宮
寺
の
整
備
に
あ
た
っ
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
尾
張
国
出
身
の
人
物
が
い
る
。
そ

れ
が
、
「
尾
張
大
僧
都
」
と
呼
ば
れ
た
賢
璟
で
あ

る
。
賢
璟
は
、

尾
張
国
鳴
海
の

有

力

氏

族

で

あ
っ
た
荒
田
井

氏
の
出
身
で
、

山
部
親
王
（
後

の
桓
武
天
皇
）

の
病
気
平
癒
の

祈
祷
を
す
る
な

ど
、
朝
廷
の
信

任
も
厚
い
僧
侶

で
あ
っ
た
。
出

身
で
あ
る
尾
張

国
か
ら
大
和
国

へ

行

く

行

程

で
、
多
度
へ
来
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
江

戸
時
代
の
東
海
道
は
、
桑
名
と
熱
田
の
間
が
船
で

の
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
古
代
の
東
海
道
に
お
い

て
伊
勢
と
尾
張
を
結
ぶ
ル
ー
ト
は
多
度
と
津
島
の

間
で
あ
っ
た
。
桑
名
市
多
度
町
戸
津
付
近
が
、
古

代
東
海
道
の
駅
家
で
あ
る
「
榎
津
駅
家
」
の
推
定

地
で
あ
り
、
次
の
「
馬
津
駅
家
」
の
推
定
地
が
津

島
で
あ
る
。
恐
ら
く
多
度
山
を
仰
ぎ
見
て
、
多
度

大
社
に
も
参
拝
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
所
縁
あ
る
神
社
に
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
賢
璟
は
三
重
塔
を
造
立
し
て
い

る
。
『
資
財
帳
』
に
は
建
物
の
細
か
い
こ
と
ま
で

記
し
て
お
り
、
三
重
塔
は
東
西
二
基
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
こ
の
内
、
東
塔
は
檜
皮
葺
、
西
塔
は

瓦
葺
で
あ
っ
た
。
こ
の
西
塔
が
、
多
数
あ
っ
た
神

宮
寺
の
建
物
の
中
で
、
唯
一
の
瓦
葺
建
物
で
あ
っ

た
。
東
西
ど
ち
ら
の
三
重
塔
を
賢
璟
が
造
立
し
た

の
か
、
そ
れ
は
『
資
財
帳
』
に
書
か
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
多
度
大
社
周
辺
の
遺
跡
か
ら
は
、
奈
良

時
代
に
遡
る
瓦
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
瓦
が

尾
張
国
分
寺
に
葺
か
れ
た
瓦
と
同
じ
系
統
に
属
す

る
瓦
で
あ
り
、
賢
璟
が
建
て
た
の
が
瓦
葺
の
西
塔

で
あ
っ
た
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
賢
璟
の
出
身

地
で
あ
る
鳴
海
に
あ
る
、
鳴
海
廃
寺
か
ら
も
同
じ

尾
張
国
分
寺
系
の
瓦
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
さ
ら

に
そ
の
説
を
補
強
す
る
。
賢
璟
が
三
重
塔
を
建
て

る
に
あ
た
り
、
尾
張
国
分
寺
の
瓦
の
文
様
を
採
用

す
る
よ
う
に
指
示
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。

残
念
な
が
ら
瓦
を
焼
い
た
窯
は
見
つ
か
っ
て
い
な

い
。
も
う
一
つ
の
三
重
塔
は
、
美
濃
国
の
県
主
新

麿
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
神
宮
寺
の
寺
領
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
ほ

と
ん
ど
の
寺
領
が
伊
勢
国
内
で
あ
る
な
か
、
尾
張

国
海
部
郡
十
三
条
馬
背
里
に
も
寺
領
を
有
し
て
い

た
。
こ
の
寺
領
が
核
と
な
っ
て
後
に
大
成
荘
（
旧

立
田
村
）
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
成

荘
の
初
見
史
料
が
、
嘉
承
元
（
一
一
〇
六
）
年
の

堀
川
天
皇
宣
旨
案
（
東
寺
所
蔵
）
で
あ
り
、
こ
の

時
軍
勢
を
率
い
た
一

団
が
大
成
荘
に
乱
入

す
る
事
件
を
発
生
し

て
い
る
。
翌
年
に
も

乱
行
が
止
ま
ず
、
東

寺
は
押
妨
の
停
止
を

求
め
て
訴
え
を
起
し

て
い
る
。

鎌
倉
時
代
に
な
り

大
成
荘
は
、
多
度
神

宮
寺
の
所
領
か
ら
東

寺
八
幡
宮
料
、
そ
し

て
東
寺
修
理
別
当
職

の
管
轄
に
移
さ
れ
て

し
ま
う
。
こ
れ
で
完

全
に
関
係
が
途
絶
え

た
わ
け
で
は
な
い
の

が
、
大
成
荘
年
貢
目

録
に
よ
っ
て
確
認
で

き
、
こ
こ
に
は
若
干
の
取
分
が
多
度
神
宮
寺
に
も

あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
元
亨
四
（
一
三

二
四
）
年
に
は
三
〇
〇
文
、
貞
和
二
（
一
三
四
六
）

年
に
は
五
〇
〇
文
、
観
応
三
（
一
三
五
二
）
年
に

は
二
〇
〇
文
で
あ
っ
た
。

観
応
三
年
以
降
、
大
成
荘
と
多
度
神
宮
寺
の
関

係
は
詳
ら
か
で
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
神
宮
寺

が
繋
が
り
を
深
め
て
い
く
の
が
、
大
須
観
音
真
福

寺
で
あ
る
。
今
の
真
福
寺
は
名
古
屋
市
内
に
位
置

し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
移
転
す
る
ま
で
は
尾

張
国
中
島
郡
大
須
（
現
在
の
岐
阜
県
羽
島
市
大

須
）
に
あ
り
、
木
曽
三
川
を
介
し
て
、
と
て
も
近

い
場
所
で
あ
っ
た
。
真
福
寺
の
創
建
は
、
十
四
世

紀
後
半
と
さ
れ
る
。
多
数
の
古
文
書
・
聖
教
類
を

所
蔵
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
「
真
福
寺
文
庫
」
と

呼
ば
れ
、
重
要
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
史

料
も
含
ま
れ
て
い
る
。
有
名
な
『
尾
張
国
百
姓
等

解
文
』
は
、
伊
勢
国
桑
名
郡
富
津
御
厨
小
山
勝
福

寺
で
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
奥
書
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
か
ら
も
真
福
寺
が
伊
勢

国
の
寺
院
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。

　
多
度
神
宮
寺
と
の
関
係
で
は
、
享
徳
二
（
一
四

五
三
）
年
に
行
わ
れ
た
真
福
寺
を
開
山
し
た
能
信

の
百
年
忌
法
要
に
、
神
宮
寺
の
末
寺
で
あ
る
阿
弥

陀
寺
が
参
加
し
て
い
る
。
や
や
時
代
が
下
る
が
、

慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
の
『
指
上
申
末
寺
手
形

之
事
』
に
よ
っ
て
多
度
神
宮
寺
が
真
福
寺
の
末
寺

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
こ
の
関
係
が

十
五
世
紀
後
半
の
段
階
ま
で
遡
る
と
も
考
え
ら
れ

よ
う
。三

．
伊
勢
国
一
宮
多
度
大
社

　
真
福
寺
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
で
注
目

す
べ
き
は
、
『
求
聞
持
腰
袋
抄
』
の
奥
書
に
「
伊

勢
一
宮
多
度
山
法
雲
寺
」
と
出
て
く
る
こ
と
で
あ

る
。
法
雲
寺
と
は
多
度
神
宮
寺
の
寺
号
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
伊
勢
国
の
一
宮
は
鈴
鹿
市
に

あ
る
「
椿
大
神
社
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
多

度
大
社
を
一
宮
と
す
る
史
料
は
少
な
い
な
が
ら
存

在
し
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
古
代
に
お
い
て
伊
勢
国
内
に
一
番
高

い
神
階
を
授
か
っ
て
い
た
の
は
多
度
大
社
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
阿
射
加
神
社
（
松
阪
市
）
、
稲
生

神
社
（
鈴
鹿
市
）
、
猪
名
部
神
社
（
い
な
べ
市
）

と
つ
づ
い
て
、
椿
大
神
社
は
五
番
目
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
当
初
、
多
度
大
社
が
一
宮

で
あ
っ
た
が
、
国
府
に
近
い
こ
と
な
ど
か
ら
椿
大

神
社
が
一
宮
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
多
度

大
社
を
一
宮
と
す
る
史
料
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

伊
勢
国
内
で
も
っ
と
も
有
力
な
神
社
と
し
て
認
識

さ
れ
続
け
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
他
、
尾
張
国
中
島
郡
（
今
の
稲
沢
市
）
に

あ
っ
た
七
ツ
寺
に
納
め
ら
れ
た
一
切
経
に
は
、
「
鎮

守
三
所
」
と
し
て
南
宮
大
社
・
津
島
神
社
・
多
度

大
社
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
有
力

神
社
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
、
『
梁

塵
秘
抄
』
に
は
「
関
よ
り
東
の
軍
神
」
と
し
て
熱

田
神
宮
な
ど
と
と
も
に
多
度
大
社
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
地
域
を
代
表
す
る
神
社
で
あ
っ
た
。

　
軍
神
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
平
氏
と
の
関
係

が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
氏
が
、
都
で
権
勢
を
誇

る
基
盤
と
な
っ
た
の
が
伊
勢
国
で
あ
っ
た
。
平
氏

の
一
族
の
も
の
が
多
度
神
宮
寺
の
俗
別
当
職
を
務

め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
多
度
大
社
・
神
宮
寺
は

平
氏
の
氏
神
・
氏
寺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
多
度
大
社
が
一
宮
か
ら
外
れ
た
こ
と
は
、
平

氏
と
の
つ
な
が
り
が
深
か
っ
た
こ
と
も
一
因
か
も

し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
多
度
大
社
の
霊
験
と
し
て
「
雨
乞
い
」

が
有
名
で
あ
る
。
特
に
天
気
予
報
な
ど
な
か
っ
た

前
近
代
に
お
い
て
、
雨
が
降
る
降
ら
な
い
は
神
頼

み
で
あ
っ
た
。
雨
乞
い
が
中
世
に
遡
る
か
は
史
料

が
な
く
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に

は
各
地
か
ら
多
度
大
社
へ
、
雨
乞
い
の
祈
祷
を
受

け
に
参
詣
し
て
い
る
史
料
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

多
度
大
社
で
祈
願
を
行
い
、
雨
乞
い
の
御
幣
を
自

分
の
村
ま
で
持
ち
帰
っ
た
。
大
き
な
川
の
な
い
知

多
半
島
で
は
、
灌
漑
と
言
え
ば
溜
池
が
中
心
で
水

不
足
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
地
域
の
神
社
で

祈
祷
し
、
効
果
が
な
け
れ
ば
多
度
ま
で
足
を
運
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。

四
．
お
わ
り
に

ー
　

信
長
と
多
度
大
社
　

ー

　
多
度
大
社
・
多
度
神
宮
寺
に
関
す
る
史
料
は
、

あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
尾
張
国
を
制

し
、
美
濃
・
伊
勢
と
版
図
を
広
げ
て
き
た
織
田
信

長
と
敵
対
し
た
か
ら
で
あ
る
。
長
島
の
願
証
寺
を

中
心
と
し
た
長
島
一
向
一
揆
に
与
し
、
元
亀
二
（
一

五
七
一
）
年
の
一
向
一
揆
攻
め
の
際
に
、
焼
き
討

ち
に
遭
い
、
堂
舎
こ
と
ご
と
く
焼
け
落
ち
た
か
ら

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
神
社
の
復
興
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
に
本
多

忠
勝
が
桑
名
藩
主
と
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
慶
長
十
（
一
六
〇
五
）
年
の
こ
と
で
、
こ
の

時
に
奉
納
さ
れ
た
棟
札
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ

に
も
「
伊
勢
一
宮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
神
宮
寺

の
再
建
は
、
さ
ら
に
遅
れ
松
平
氏
が
本
多
氏
に
か

わ
っ
て
桑
名
藩
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
多
度
大
社
は
、
愛
知
・
岐
阜
・
三
重
を
中
心
に

広
い
エ
リ
ア
か
ら
参
拝
者
を
集
め
て
い
る
。
そ
の

信
仰
圏
は
奈
良
時
代
ま
で
遡
り
、
多
度
神
宮
寺
の

建
立
に
は
賢
璟
と
い
う
尾
張
国
の
人
物
が
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
大
成

荘
・
真
福
寺
な
ど
尾
張
国
と
の
深
い
つ
な
が
り
を

持
ち
続
け
た
。
し
か
し
、
尾
張
国
か
ら
生
ま
れ
た

天
下
人
信
長
に
敵
対
し
た
こ
と
で
、
焼
き
討
ち
に

遭
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
も
地
域
の
有
力
寺
社
と
し

て
、
地
域
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
証
と

も
言
え
よ
う
。

れ
い

き
　

げ
ん
し
ょ
う

て
ん
ぴ
ょ
う

た
　

ど
　

が
わ

し
ょ
う

む
　

お
お
と
も
の

や
か
も
ち

ゆ
う
り
ゃ
く

え
ん
り
ゃ
く

ま
ん

が
ん
ぜ
ん
　

じ
　

お
　

わ
り

だ
い

そ
う
　

ず
　

け
ん
き
ょ
う

や
ま
　

べ
　

か
ん
　

む
　

え
な

つ
の

う
ま
　

や
　

ま
　

づ
の

う
ま
　

や
　

か
　

し
ょ
う

げ
ん
こ
う

か
ん

お
う

じ
ょ
う

わ
　

き
ょ
う

と
く

の
う
し
ん

じ
ん
　

ひ
　

し
ょ
う

り
ょ
う

け
い

あ
ん

つ
ば
き

お
お

か
み
や
し
ろ

　

あ
　

　

ざ
　

　

か
　

い 

の
う
　

　

い
　

　

な
　

　

べ
　

げ
ん
　

き
　

け
い
ち
ょ
う

多度山岐阜県羽島市の大須観音

慶長十年棟札

<提供 :多度大社 >

多度神宮寺　出土瓦

<出典 :『多度町史　資料編１　考古・古代・中世』>

神宮寺伽藍縁起并資財帳　<提供 :多度大社 >
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青木良三郎氏の写真が寄贈されました

表紙写真 

『天狗塚展望台』（提供：瑞浪市観光協会）

木曽川から 350ｍの高さでそびえ立つ「天狗塚の大岸壁」の頂上に設けられた展望台。木曽川の大渓谷に臨み、中央アルプス、御嶽山、

白山、伊勢湾を遠望できる絶景の地です。約 300ｍの遊歩道が整備され、頂上には十一面観世音石碑が祀られています。

【閘門設計にかけた青木良三郎】
青木良三郎 (1868.2.不詳～ 1912.9.29)
栃木県に生まれ、明治 27(1894) 年、帝国大学工科大

学　土木工学科卒業後、内務省に入り、第四区 (名古屋 )
土木監督署で大正元 (1912) 年までの 18 年間、木曽川下
流改修工事で特に船頭平閘門の設計監督に尽くし、在
職のまま死去した。
青木良三郎について名井九介は、「船頭平閘門の調査

設計者で又施行者である。当時我国に先例なき為相当
の苦心を要したもので大に其労を多とする」と記し、
真田秀吉は、「当時の現場主任は技師有馬義敬であっ
て、技師は本庁内で設計監督に当った。ただ船頭平閘
門のみは青木良三郎、野村年であった」と記している。
青木は木曽川下流改修に従事中、病気に罹り、大正

元 (1912）年 9月 29 日に死去し、葬儀は同年 10月 2日、
名古屋市中区新栄町 4 丁目（現 中区東桜 2-21-12) の
宝泉寺で行われた。

船頭平閘門の設計と建設工事に生涯をかけた青木良三郎 氏の写真は、『土木人物事典』（アテネ書房）に集合写真からの顔だけが掲載

されていますが、この度、青木良三郎 氏の孫娘であられる千葉幸惠 ( 旧姓 青木幸惠 ) 様から、木曽川文庫に４枚の写真が寄贈されました。

４枚の写真の撮影年は、明治 17（1884）年から同 27・30・43 年であり、青年期、結婚式、父母を交えた家族一同、さらに亡く

なる２年前のものです。誌面の関係上、ここでは、このうちの２枚の写真を紹介します。

＜写真：左＞　明治 17（1884）年 11 月撮影で、当時 16 歳です。

＜写真：右＞　船頭平閘門の設計に携わっていた明治 30（1897）年の撮影で、右から滝四郎、ムメ、良三郎、英一郎、ハルです。

身
代
わ
り
弁
天
　
（

瑞
浪
市
日
吉
）

　
白
倉
村
の
久
作
は
、
貧
し
い
小
作
百
姓
で
、
中
山
道

の
馬
子
も
つ
と
め
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
二
番
目
娘

の
お
花
が
ほ
う
そ
う
を
患
っ
て
い
て
、
こ
の
ま
ま
で
は

顔
に
ひ
ど
い
ア
バ
タ
が
残
っ
て
し
ま
う
の
で

は
と
、
心
配
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
日
も
、
細
久
手
宿
か
ら
客
を
の
せ
て

大
湫
宿
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　
「
お
客
さ
ん
、
北
の
山
の
間
に
見
え
る
雪

の
山
が
加
賀
の
白
山
で
す
よ
」

　
「
そ
う
か
い
。
名
高
い
木
曽
川
は
ど
こ
を

流
れ
て
お
り
ま
す
か
な
」

　
「
木
曽
川
は
、
そ
れ
あ
の
谷
底
で
す
よ
」

　
そ
ん
な
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
ま
ん
中
に
祠
が

祀
っ
て
あ
る
美
し
い
池
に
で
ま
し
た
。
祠
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ

客
は
、
「
美
し
い
お
顔
を
し
た
弁
天
様
で
す
な
」
と
ほ
れ
ぼ
れ
と

弁
天
様
を
眺
め
て
い
ま
し
た
。

　
久
作
も
手
を
合
わ
せ
、
「
ど
う
か
お
花
の
顔
に
ア
バ
タ
が
で
き
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と

お
祈
り
し
ま
し
た
。

　
お
花
の
こ
と
を
聞
い
た
客
は
、
ほ
う
そ
う
の
な
お
り
ぎ
わ
に
塗
る
薬
の
作
り
方
を
教

え
れ
く
れ
ま
し
た
。

　
教
え
ら
れ
た
薬
を
つ
か
い
、
弁
天
様
に
か
か
さ
ず
お
祈
り
を
し
た
と
こ
ろ
、
お
花
の

ほ
う
そ
う
は
癒
え
、
ア
バ
タ
は
少
し
も
残
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
大
喜
び
し
た
久
作
が
、
お
礼
詣
り
に
行
っ
て
祠
を
の
ぞ
く
と
、
あ
の
美
し
い
弁
天
様

の
お
顔
が
、
馬
頭
観
音
様
と
見
間
違
え
る
よ
う
な
お
顔
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
「
な

ん
と
も
ふ
し
ぎ
な
こ
と
だ
。
弁
天
様
が
お
花
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
く
だ
さ
れ
た
。
あ

り
が
た
や
、
あ
り
が
た
や
」
久
作
は
う
れ
し
涙
を
流
し
て
何
度
も
お
礼
を
い
い
ま
し
た
。
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