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表紙写真

『霞間ヶ渓』〈提供：池田町役場産業課〉
　春の訪れとともに、ヤマザクラ・エドヒガンやソメイヨシノなど約1,500本の桜が咲き誇ります。その様子を遠くから見ると、まるで
霞がかかったように見えることから、いつしか「霞間ヶ渓（かまがたに）」と呼ばれるようになりました。

　オランダ人技師エッシャーは、日本で働いていた時に２つのポンプ（揚水機）の比較試験を

行いました。１つは、自らの設計で作らせた西洋式の螺旋ポンプ（写真１の左側）と日本式の

ポンプである踏車（足踏み式水車：写真１の右側の３台）です。

　この踏車は、寛文年間（1661～1673年）に農機具として大阪府で発明され、その効率の

良さから日本全土に広まったと幕末の書に記されています。その能力は、平成に入ってから行

われた実験で、直径５尺（約1.5ｍ）の踏車なら、楊程（水を上げる高さ）25cmに、１分間で

約１トン上げられるという結果がでています。

　この能力により、土木の排水工事にも利用され、古くは享保13（1728）年に井沢弥惣兵衛

が指揮した土木工事で使用されています。更に、文政３（1820）年に完成した人工河川開削

における伏越樋工事（既存の川の下をくぐるように新しい川を流すために、木のトンネルを

埋め込む）においては、50台の踏車が隊列を組み作業したという記録もあります（図１）。

近代ポンプの出現により、機会は減少するも、昭和の初期まで工事現場で使用されました。

　船頭平閘門工事の排水作業においても、当初２台の蒸気機関ポンプで始めたものの、湧水

が予想より多かったため数十台の踏車が投入されています。どのような配置だったのかはわ

かっていませんが、工事現場では踏車を一斉に回して放水していたという目撃談から想像す

ると、きっと迫力のある光景だったのではないでしょうか。

平成30年の皇太子殿下行啓を記念して、船頭平閘門に関わるコラム「船ちゃんのこぼれ話」の掲載を始めました。

船ちゃんのこぼれ話 第六話
ふね

「船頭平で用いられた排水喞筒」

白
鳥
神
楽
の
由
来
　（
池
田
町
白
鳥
）

写真１:明治11（1878）年６月
　　　　　　　　〈出典:木曽川文庫蔵〉

図１:新潟の内野新川での排水作業
　　　　　　　　〈出典:新・新潟歴史双書〉

　
日
本
武
尊
が
伊
吹
山
の
賊
を
征
伐
に
向
か
う
途
中
、
座
倉
か
ら
揖
斐
川
を
渡
ら
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
地
は
背
よ
り
も
高
い
ア
シ
が
一
面
に
茂
っ
て
お
り
、
武
尊
は
道
に
迷
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
ど
こ
か
ら
か
一
羽
の
白
い
鳥
が
飛
ん
で
き
ま
し
た
。「
こ
れ
は
吉
兆
」

と
武
尊
は
鳥
が
飛
び
去
っ
た
方
角
へ
進
み
、
迷
い
道
を
抜
け
出
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の

地
は
白
鳥
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
武
尊
は
八
幡
、
片
山
か
ら
梅
谷
を
越
え
て
伊
吹
山
に
入
り
賊
を
退
治
し
ま
し
た
が
、
賊

の
毒
に
よ
っ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
白
鳥
の
人
々
は
こ
れ
を
悲
し
み
、
白
髭
神
社
（
今
の

白
鳥
神
社
）
を
建
て
、
武
尊
を
祀
り
ま
し
た
。

　
時
は
流
れ
て
江
戸
時
代
、
白
髭
神
社
の
境
内
の
一
角
か
ら
泉
が
湧
き
出
て
、
泉
に
神
楽

の
面
が
浮
き
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
驚
い
た
村
人
た
ち
は
、
神
楽
面
を
神
社
の
宝
に
し
て

大
切
に
保
管
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
こ
の
地
方
で
大
干
ば
つ
が
あ
り
、
連
日
の
日
照

り
で
草
木
は
枯
れ
、
水
田
が
干
上
が
っ
て
白
く
割
れ
る
ほ
ど

で
し
た
。
困
っ
た
村
人
た
ち
は
、
神
社
に
集
ま
っ
て
雨
乞
い

を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
村
役
の
権
九
郎
と
い

う
人
が
、「
神
社
の
境
内
に
泉
が
湧
い
た
と
き
、
い
っ
し
ょ
に

出
て
き
た
神
楽
の
面
を
つ
け
て
踊
っ
た
ら
、
神
様
が
喜
ん
で

雨
を
振
ら
せ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ん
」
と
言
い
出
し
ま
し

た
、

　
そ
の
夜
、
神
楽
面
を
か
ぶ
っ
て
夜
の
更
け
る
の
も
忘
れ
て

踊
っ
て
い
る
と
、
東
の
空
が
白
む
こ
ろ
、
黒
い
雲
が
覆
っ
て
、

に
わ
か
に
叩
き
つ
け
る
よ
う
な
激
し
い
雨
が
降
っ
て
き
ま
し

た
。
雨
は
一
昼
夜
続
き
、
草
木
は
息
を
ふ
き
か
え
し
、
水
田

に
水
が
た
ま
り
ま
し
た
。
有
難
い
霊
験
に
村
人
た
ち
は
涙
を

流
し
て
喜
び
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
は
、
こ
の
神
楽
の
舞
を
毎
年
四
月
一
日
に
奉
納
す
る
習
わ
し
と
な
り
ま
し
た
。

神
楽
舞
は
村
か
ら
村
へ
と
伝
わ
り
、
隣
村
の
催
事
や
お
祭
り
に
頼
ま
れ
て
踊
る
よ
う
に
な

り
、「
白
鳥
神
楽
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

出
典

『
池
田
町
史
　
通
史
編
』

し
ろや

ま
と
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け
る
の
み
こ
と

ざ
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と
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一
．
地
形
・
気
候
と
茶
栽
培

　
岐
阜
県
揖
斐
郡
の
揖
斐
川
沿
い
に
開
け
た
地
域
で
は
、

古
く
か
ら
茶
の
生
産
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
ろ
や
か
で
独

特
の
深
い
味
わ
い
、
香
り
高
い
お
茶
と
し
て
「
美
濃
い
び

茶
」
の
銘
柄
で
全
国
各
地
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

主
要
な
生
産
地
の
一
つ
が
、
池
田
町
西
部
の
池
田
山
麓
の

傾
斜
地
・
扇
状
地
で
す
。
池
田
山
麓
沿
い
に
広
が
る
扇
状

地
は
、
南
北
六
・
三
㎞
・
東
西
〇
・
四
～
一
・
三
㎞
に
わ
た
り
、

標
高
三
十
～
一
五
〇
ｍ
、
傾
斜
十
～
十
五
度
、
局
地
的
に

階
段
状
の
傾
斜
地
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
扇
状
地
上
に
、

一
〇
〇
ha
を
越
す
茶
園
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

　
茶
園
は
一
般
的
に
扇
状
地
に
多
く
立
地
し
ま
す
が
、
特

に
斜
面
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
昼
夜
の
気
温
差
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
の

茶
は
品
質
が
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
潮
風
の
影
響

を
受
け
な
い
内
陸
地
が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
条

件
を
み
た
す
の
は
山
間
地
や
そ
れ
に
近
い
扇
状
地
で
す
。

一
方
、
扇
状
地
の
扇
央
で
あ
る
山
麓
一
帯
は
砂
礫
が
多
く

保
水
力
に
乏
し
い
土
地
で
あ
る
た
め
、
栽
培
に
適
し
た
作

物
の
選
択
肢
が
少
な
く
、
そ
の
中
で
は
茶
は
収
益
率
の
良

い
作
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
茶
の
生
産
に
適
し
て
い
る
気
候
と
し
て
は
、
気
温
が
年

平
均
十
四
～
十
六
℃
程
度
、
冬
季
の
最
低
気
温
が
－
五
℃

程
度
に
お
さ
ま
る
、
夏
季
の
最
高
気
温
が
四
十
℃
を
越
え

な

い

こ

と
、
降

水

量
は
二
～

四
月
と
梅

雨
明
け
か

ら
九
月
上

旬
に
適
度

の
降
雨
が

あ

る
、
年

間

一
，
五

〇
〇
㎜

程

度
の
降
水

量
が
あ
る

こ
と
が
条

件
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
東
山
麓
は
、
午
後
の
日
照
時
間
が
短
い
た
め
に
夜
間
は

冷
え
込
む
傾
向
と
な
り
、
一
日
の
寒
暖
差
が
大
き
く
良
質

な
茶
の
栽
培
に
適
し
た
気
候
で
す
。
し
か
し
、
四
月
下
旬

か
ら
五
月
の
晩
霜
は
茶
葉
の
生
育
に
少
な
か
ら
ず
脅
威

で
、
防
霜
フ
ァ
ン
が
設
置
さ
れ
る
以
前
は
霜
害
が
発
生
し

て
い
ま
し
た
。

二
．
「
美
濃
い
び
茶
」
の
発
祥

　
茶
は
記
録
に
残
る
も
の
と
し
て
は
中
国
の

隋
の
時
代
に
す
で
に
あ
り
、
唐
代
に
は
陸
羽

が
「
茶
経
」
を
著
し
、
茶
栽
培
の
適
地
・
製
法
・

飲
用
法
・
効
用
な
ど
を
述
べ
て
い
ま
す
。
中

国
で
始
ま
っ
た
喫
茶
の
風
習
は
、
や
が
て
世

界
中
に
伝
播
し
て
い
き
ま
し
た
。
日
本
に
は

延
暦
二
十
四
（
八
〇
五
）
年
に
最
澄
が
中
国
か

ら
種
子
を
持
ち
帰
っ
て
比
叡
山
の
麓
に
植

え
、
そ
の
翌
年
に
は
空
海
も
種
子
を
伝
え
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
日
本
後
記
」
に
は
弘
仁

六
（
八
一
五
）
年
天
皇
が
滋
賀
県
に
行
幸
し
た

際
に
大
僧
都
が
茶
を
煎
じ
て
奉
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
三
七
〇
年
ほ
ど
茶
に
関
す
る
記
録

　
池
田
町
の
特
産
品
と
し
て
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ
る
の

は
、
「
美
濃
い
び
茶
」
と
そ
れ
を
使
っ
た
加
工
品
・
菓

子
な
ど
で
す
。

　
池
田
町
の
西
部
、
池
田
山
か
ら
流
れ
る
谷
川
の
扇
状

地
は
、
昼
夜
の
寒
暖
差
が
大
き
く
、
良
質
の
茶
を
産
す

る
地
域
で
す
。

　
江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
池
田
町
の
茶
栽
培
は
、
輸
出

に
よ
り
活
況
を
呈
し
た
明
治
期
に
急
成
長
し
、
戦
後
は

国
内
需
要
を
背
景
と
し
て
、
生
産
性
と
品
質
の
向
上
に

傾
注
し
て
、
全
国
的
に
高
い
評
価
を
受
け
る
産
地
と
し

て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
建
久
二
（
一
一
九
一
）
年
栄
西
が
宋

か
ら
種
子
を
持
ち
帰
り
、
明
恵
が
全
国
各
地
に
伝
え
ま
し

た
。
二
人
は
「
茶
の
中
興
の
祖
」
と
称
さ
れ
、
茶
は
禅
宗

と
と
も
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
揖
斐
郡
に
お
け
る
茶
栽
培
の
記
録
と
し
て
は
、
池
田
町

龍
徳
寺
が
永
正
八
（
一
五
一
一
）
年
茶
園
の
寄
進
を
受
け

て
い
ま
す
。「
揖
斐
郡
志
」
に
よ
る
と
「
天
正
十
七
年
十

月
小
野
村
検
地
帳
」
に
「
茶
木
二
十
五
本
」
と
あ
り
、

ま
た
、「
慶
長
十
四
年
沓
井
村
検
地
帳
」
に
も
茶
樹
の
原

木
が
記
載
さ
れ
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
茶
の
栽
培
が
始
ま
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
揖
斐
川
流
域
の
村
で
、
茶

の
年
貢
を
金
で
納
め
た
記
録
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
す
。

　
茶
の
生
産
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
末
期

で
、
池
田
町
域
で
は
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
、
六
之
井

村
の
五
十
川
兵
治
郎
が
茶
園
二
反
歩
を
開
き
し
だ
い
に
増

や
し
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
宇
治
よ
り
茶
師
を
招
い
て

釜
炒
り
の
方
法
、
煎
じ
方
を
習
い
、
宇
治
茶
に
劣
ら
な
い

茶
を
製
造
し
ま
し
た
。
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
に
は
東

野
村
で
そ
れ
ま
で
の
釜
炒
製
法
か
ら
宇
治
の
焙
炉
製
法

を
導
入
し
て
良
質
の
茶
製
造
を
開
始
し
ま
し
た
。
幕
末
に

お
け
る
茶
の
主
な
産
地
は
、
山
城
・
近
江
・
伊
勢
・
美
濃
・

遠
江
・
駿
河
・
武
蔵
な
ど
で
、
美
濃
は
大
き
な
シ
ェ
ア
を

占
め
て
い
ま
し
た
。

三
．
茶
生
産
の
歴
史

　
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
横
浜
が
開
港
し
、
欧
米
と
の

貿
易
が
始
ま
る
と
、
美
濃
の
茶
産
地
に
横
浜
・
四
日
市
・

桑
名
の
商
人
が
訪
れ
、
買
い
集
め
て
輸
出
し
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
茶
の
輸
出
量
は
拡
大
を
続
け
、
明
治
十
（
一

八
七
七
）
年
に
は
総
輸
出
額
の
二
十
二
％
を
占
め
、
生
糸

と
と
も
に
輸
出
品
目
の
双
璧
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
明
治
の
初
期
か
ら
中
頃
に
か
け
て
茶
は
輸

出
を
中
心
に
活
況
を
呈
し
、
商
人
は
農
家
を
ま
わ
っ
て
買

い
漁
っ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
需
要
の
拡
大
と
と
も

に
粗
製
乱
造
に
お
ち
い
り
、
茶
価
は
し
だ
い
に
下
落
し
ま

し
た
。
特
に
、
岐
阜
県
で
は
青
製
茶
と
い
う
祖
製
法
が
盛

ん
に
行
わ
れ
、
美
濃
茶
は
品
質
の
悪
い
下
級
茶
と
の
好
ま

し
く
な
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
事
態
に
対
し
て
、

明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
製
茶
改
良
組
合
規
則
が
公
布

さ
れ
、
県
下
で
四
十
九
組
合
が
設
立
、
組
合
員
一
四
，
一

〇
五
人
が
加
入
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
二
十
年
代
に

な
っ
て
も
青
製
茶
の
生
産
は
続
け
ら
れ
、
県
は
以
後
も
製

茶
伝
習
所
の
六
ヶ
所
設
置
や
、
模
範
茶
園
の
造
成
な
ど
製

茶
改
良
に
務
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
三
十
一
（
一

八
九
八
）
年
の
製
茶
改
良
報
告
書
で
は
「
本
県
は
本
邦
輸

出
品
の
第
２
位
を
占
め
る
製
茶
の
産
地
で
あ
り
、
全
国
第

４
位
に
あ
る…

」
と
記
さ
れ
る
ま
で
に
発
展
し
ま
し
た
。

　
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
養
蚕
業
が
好
況
の
波
に
の

り
農
山
村
の
最
も
収
益
の
上
が
る
作
物
と
し
て
桑
の
生
産

が
拡
大
し
、
美
濃
の
中
山
間
地
に
広
く
分
布
し
て
い
た
茶

園
は
桑
園
へ
変
わ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
第
二
次
大
戦
下

に
お
い
て
は
食
料
増
強
の
要
請
か
ら
、
か
ん
し
ょ
・
じ
ゃ

が
い
も
な
ど
の
増
産
が
奨
励
さ
れ
、
茶
園
は
姿
を
消
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
、
池
田
町
で
は
細
々
と

茶
生
産
が
続
け
ら
れ
、
供
出
米
の
代
用
品
と
し
て
茶
を
供

出
し
て
い
ま
し
た
。

　
戦
後
は
食
糧
難
か
ら
桑
園
・
茶
園
は
さ
つ
も
い
も
畑

に
変
わ
り
、
茶
園
面
積
は
過
去
最
低
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
連
合
国
が
食
糧
難
解
消
の
た
め
主
要
食
糧
の

提
供
を
行
い
、
そ
の
見
返
り
物
資
と
し
て
茶
が
指
定
さ

れ
た
の
で
、
茶
の
輸
出
が
再
開
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃

は
全
国
的
に
茶
園
が
減
少
し
て
お
り
、
過
小
生
産
の
状

況
で
、
茶
業
は
好
況
期
に
入
り
農
家
は
増
産
意
欲
を
か

き
た
て
ら
れ
ま
し
た
。
池
田
町
で
も
生
産
を
再
開
し
た

り
、
雑
木
林
や
竹
藪
を
開
墾
し
て
茶
園
を
造
成
す
る
農

家
が
増
え
ま
し
た
。

　
昭
和
三
十
年
代
の
高
度
成
長
期
に
は
、
国
民
の
生
活

水
準
が
向
上
す
る
と
と
も
に
、
茶
の
国
内
需
要
が
高
ま

り
、
輸
出
品
で
あ
っ
た
茶
は
輸
入
品
と
な
り
茶
業
界
は

大
き
く
変
革
の
時
期
を
迎
え
ま
し
た
。
池
田
町
で
は
機

械
化
を
進
め
る
先
進
農
家
に
、
多
く
の
人
が
製
法
を
習

い
に
行
き
、
独
立
し
て
個
人
で
製
茶
工
場
を
始
め
る
ケ
ー

ス
も
現
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
頃
か
ら
茶
の
栽
培
は
機
械
の
導
入
が
進
み
、
摘
採

方
法
は
手
鋏
で
刈
っ
て
い
た
も
の
が
、
バ
ッ
テ
リ
ー
式
電

動
鋏
か
ら
エ
ン
ジ
ン
付
き
の
大
型
鋏
、
さ
ら
に
二
人
乗
り

の
茶
刈
り
機
へ
と
進
歩
し
て
い
き
ま
し
た
。
池
田
山
麓
の

茶
園
は
、
扇
状
地
に
あ
る
た
め
常
に
干
ば
つ
が
危
惧
さ
れ

ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
の
構
造
改
善

事
業
で
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
が
、
畑
地
整
備
事
業
で
ホ
ー
ス

灌
漑
設
備
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
四
十
五
（
一
九
七

〇
）
年
に
着
工
し
た
池
田
山
山
麓
道
路
は
、
生
産
性
と
品

質
の
向
上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
昭
和
六
十

三
（
一
九
八
八
）
年
に
は
池
田
町
第
一
号
の
防
霜
フ
ァ
ン

が
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
急
速
に
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
基
盤
整
備
や
営
農
機
械
の
導
入
で
、
池
田
町

の
茶
栽
培
は
大
き
く
発
展
し
、
全
国
的
に
高
い
評
価
を
得

て
、
町
の
特
産
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。
町
で
は
様
々
な
機

会
を
と
ら
え
て
Ｐ
Ｒ
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

「美濃いび茶」と池田茶業の歩み

■
参
考
文
献

『
池
田
町
茶
業
史
　
茶
と
共
に
歩
み
て
』

平
成
十
三
年
　
池
田
町

『
池
田
町
史
　
通
史
編
』
　
昭
和
五
十
三
年
　
池
田
町

『
岐
阜
県
の
地
名
』
　
　
　
　
　
平
成
元
年
　
平
凡
社

え
ん
り
ゃ
く

り
く
　
う

こ
う
に
ん

け
ん
き
ゅ
う

え
い
さ
い

み
ょ
う

え

え
い
し
ょ
う

て
ん
し
ょ
う

け
い
ち
ょ
う

か
ん
せ
い

ぶ
ん
せ
い

か
ま
い
り

ほ
い

ろ

あ
ん
せ
い

池田山麓の茶園〈提供 :池田町役場産業課〉

茶園の分布（平成６年）

〈出典 :池田町茶業史 茶と共に歩みて〉

防霜ファン

〈出典 :池田町茶業史 茶と共に歩みて〉

五十川兵治郎が西本願寺広如上人からいただいた和歌

〈出典 :池田町茶業史 茶と共に歩みて〉

美濃いび茶〈提供 :池田町役場産業課〉

手鋏による茶刈り（昭和 40 年頃）

〈出典 :池田町茶業史 茶と共に歩みて〉

レール式摘採機〈出典 :池田町茶業史 茶と共に歩みて〉
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一
．
地
形
・
気
候
と
茶
栽
培

　
岐
阜
県
揖
斐
郡
の
揖
斐
川
沿
い
に
開
け
た
地
域
で
は
、

古
く
か
ら
茶
の
生
産
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
ろ
や
か
で
独

特
の
深
い
味
わ
い
、
香
り
高
い
お
茶
と
し
て
「
美
濃
い
び

茶
」
の
銘
柄
で
全
国
各
地
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

主
要
な
生
産
地
の
一
つ
が
、
池
田
町
西
部
の
池
田
山
麓
の

傾
斜
地
・
扇
状
地
で
す
。
池
田
山
麓
沿
い
に
広
が
る
扇
状

地
は
、
南
北
六
・
三
㎞
・
東
西
〇
・
四
～
一
・
三
㎞
に
わ
た
り
、

標
高
三
十
～
一
五
〇
ｍ
、
傾
斜
十
～
十
五
度
、
局
地
的
に

階
段
状
の
傾
斜
地
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
扇
状
地
上
に
、

一
〇
〇
ha
を
越
す
茶
園
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

　
茶
園
は
一
般
的
に
扇
状
地
に
多
く
立
地
し
ま
す
が
、
特

に
斜
面
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
昼
夜
の
気
温
差
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
の

茶
は
品
質
が
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
潮
風
の
影
響

を
受
け
な
い
内
陸
地
が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
条

件
を
み
た
す
の
は
山
間
地
や
そ
れ
に
近
い
扇
状
地
で
す
。

一
方
、
扇
状
地
の
扇
央
で
あ
る
山
麓
一
帯
は
砂
礫
が
多
く

保
水
力
に
乏
し
い
土
地
で
あ
る
た
め
、
栽
培
に
適
し
た
作

物
の
選
択
肢
が
少
な
く
、
そ
の
中
で
は
茶
は
収
益
率
の
良

い
作
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
茶
の
生
産
に
適
し
て
い
る
気
候
と
し
て
は
、
気
温
が
年

平
均
十
四
～
十
六
℃
程
度
、
冬
季
の
最
低
気
温
が
－
五
℃

程
度
に
お
さ
ま
る
、
夏
季
の
最
高
気
温
が
四
十
℃
を
越
え

な

い

こ

と
、
降

水

量
は
二
～

四
月
と
梅

雨
明
け
か

ら
九
月
上

旬
に
適
度

の
降
雨
が

あ

る
、
年

間

一
，
五

〇
〇
㎜

程

度
の
降
水

量
が
あ
る

こ
と
が
条

件
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
東
山
麓
は
、
午
後
の
日
照
時
間
が
短
い
た
め
に
夜
間
は

冷
え
込
む
傾
向
と
な
り
、
一
日
の
寒
暖
差
が
大
き
く
良
質

な
茶
の
栽
培
に
適
し
た
気
候
で
す
。
し
か
し
、
四
月
下
旬

か
ら
五
月
の
晩
霜
は
茶
葉
の
生
育
に
少
な
か
ら
ず
脅
威

で
、
防
霜
フ
ァ
ン
が
設
置
さ
れ
る
以
前
は
霜
害
が
発
生
し

て
い
ま
し
た
。

二
．
「
美
濃
い
び
茶
」
の
発
祥

　
茶
は
記
録
に
残
る
も
の
と
し
て
は
中
国
の

隋
の
時
代
に
す
で
に
あ
り
、
唐
代
に
は
陸
羽

が
「
茶
経
」
を
著
し
、
茶
栽
培
の
適
地
・
製
法
・

飲
用
法
・
効
用
な
ど
を
述
べ
て
い
ま
す
。
中

国
で
始
ま
っ
た
喫
茶
の
風
習
は
、
や
が
て
世

界
中
に
伝
播
し
て
い
き
ま
し
た
。
日
本
に
は

延
暦
二
十
四
（
八
〇
五
）
年
に
最
澄
が
中
国
か

ら
種
子
を
持
ち
帰
っ
て
比
叡
山
の
麓
に
植

え
、
そ
の
翌
年
に
は
空
海
も
種
子
を
伝
え
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
日
本
後
記
」
に
は
弘
仁

六
（
八
一
五
）
年
天
皇
が
滋
賀
県
に
行
幸
し
た

際
に
大
僧
都
が
茶
を
煎
じ
て
奉
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
三
七
〇
年
ほ
ど
茶
に
関
す
る
記
録

　
池
田
町
の
特
産
品
と
し
て
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ
る
の

は
、
「
美
濃
い
び
茶
」
と
そ
れ
を
使
っ
た
加
工
品
・
菓

子
な
ど
で
す
。

　
池
田
町
の
西
部
、
池
田
山
か
ら
流
れ
る
谷
川
の
扇
状

地
は
、
昼
夜
の
寒
暖
差
が
大
き
く
、
良
質
の
茶
を
産
す

る
地
域
で
す
。

　
江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
池
田
町
の
茶
栽
培
は
、
輸
出

に
よ
り
活
況
を
呈
し
た
明
治
期
に
急
成
長
し
、
戦
後
は

国
内
需
要
を
背
景
と
し
て
、
生
産
性
と
品
質
の
向
上
に

傾
注
し
て
、
全
国
的
に
高
い
評
価
を
受
け
る
産
地
と
し

て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
建
久
二
（
一
一
九
一
）
年
栄
西
が
宋

か
ら
種
子
を
持
ち
帰
り
、
明
恵
が
全
国
各
地
に
伝
え
ま
し

た
。
二
人
は
「
茶
の
中
興
の
祖
」
と
称
さ
れ
、
茶
は
禅
宗

と
と
も
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
揖
斐
郡
に
お
け
る
茶
栽
培
の
記
録
と
し
て
は
、
池
田
町

龍
徳
寺
が
永
正
八
（
一
五
一
一
）
年
茶
園
の
寄
進
を
受
け

て
い
ま
す
。「
揖
斐
郡
志
」
に
よ
る
と
「
天
正
十
七
年
十

月
小
野
村
検
地
帳
」
に
「
茶
木
二
十
五
本
」
と
あ
り
、

ま
た
、「
慶
長
十
四
年
沓
井
村
検
地
帳
」
に
も
茶
樹
の
原

木
が
記
載
さ
れ
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
茶
の
栽
培
が
始
ま
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
揖
斐
川
流
域
の
村
で
、
茶

の
年
貢
を
金
で
納
め
た
記
録
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
す
。

　
茶
の
生
産
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
末
期

で
、
池
田
町
域
で
は
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
、
六
之
井

村
の
五
十
川
兵
治
郎
が
茶
園
二
反
歩
を
開
き
し
だ
い
に
増

や
し
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
宇
治
よ
り
茶
師
を
招
い
て

釜
炒
り
の
方
法
、
煎
じ
方
を
習
い
、
宇
治
茶
に
劣
ら
な
い

茶
を
製
造
し
ま
し
た
。
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
に
は
東

野
村
で
そ
れ
ま
で
の
釜
炒
製
法
か
ら
宇
治
の
焙
炉
製
法

を
導
入
し
て
良
質
の
茶
製
造
を
開
始
し
ま
し
た
。
幕
末
に

お
け
る
茶
の
主
な
産
地
は
、
山
城
・
近
江
・
伊
勢
・
美
濃
・

遠
江
・
駿
河
・
武
蔵
な
ど
で
、
美
濃
は
大
き
な
シ
ェ
ア
を

占
め
て
い
ま
し
た
。

三
．
茶
生
産
の
歴
史

　
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
横
浜
が
開
港
し
、
欧
米
と
の

貿
易
が
始
ま
る
と
、
美
濃
の
茶
産
地
に
横
浜
・
四
日
市
・

桑
名
の
商
人
が
訪
れ
、
買
い
集
め
て
輸
出
し
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
茶
の
輸
出
量
は
拡
大
を
続
け
、
明
治
十
（
一

八
七
七
）
年
に
は
総
輸
出
額
の
二
十
二
％
を
占
め
、
生
糸

と
と
も
に
輸
出
品
目
の
双
璧
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
明
治
の
初
期
か
ら
中
頃
に
か
け
て
茶
は
輸

出
を
中
心
に
活
況
を
呈
し
、
商
人
は
農
家
を
ま
わ
っ
て
買

い
漁
っ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
需
要
の
拡
大
と
と
も

に
粗
製
乱
造
に
お
ち
い
り
、
茶
価
は
し
だ
い
に
下
落
し
ま

し
た
。
特
に
、
岐
阜
県
で
は
青
製
茶
と
い
う
祖
製
法
が
盛

ん
に
行
わ
れ
、
美
濃
茶
は
品
質
の
悪
い
下
級
茶
と
の
好
ま

し
く
な
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
事
態
に
対
し
て
、

明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
製
茶
改
良
組
合
規
則
が
公
布

さ
れ
、
県
下
で
四
十
九
組
合
が
設
立
、
組
合
員
一
四
，
一

〇
五
人
が
加
入
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
二
十
年
代
に

な
っ
て
も
青
製
茶
の
生
産
は
続
け
ら
れ
、
県
は
以
後
も
製

茶
伝
習
所
の
六
ヶ
所
設
置
や
、
模
範
茶
園
の
造
成
な
ど
製

茶
改
良
に
務
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
三
十
一
（
一

八
九
八
）
年
の
製
茶
改
良
報
告
書
で
は
「
本
県
は
本
邦
輸

出
品
の
第
２
位
を
占
め
る
製
茶
の
産
地
で
あ
り
、
全
国
第

４
位
に
あ
る…

」
と
記
さ
れ
る
ま
で
に
発
展
し
ま
し
た
。

　
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
養
蚕
業
が
好
況
の
波
に
の

り
農
山
村
の
最
も
収
益
の
上
が
る
作
物
と
し
て
桑
の
生
産

が
拡
大
し
、
美
濃
の
中
山
間
地
に
広
く
分
布
し
て
い
た
茶

園
は
桑
園
へ
変
わ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
第
二
次
大
戦
下

に
お
い
て
は
食
料
増
強
の
要
請
か
ら
、
か
ん
し
ょ
・
じ
ゃ

が
い
も
な
ど
の
増
産
が
奨
励
さ
れ
、
茶
園
は
姿
を
消
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
、
池
田
町
で
は
細
々
と

茶
生
産
が
続
け
ら
れ
、
供
出
米
の
代
用
品
と
し
て
茶
を
供

出
し
て
い
ま
し
た
。

　
戦
後
は
食
糧
難
か
ら
桑
園
・
茶
園
は
さ
つ
も
い
も
畑

に
変
わ
り
、
茶
園
面
積
は
過
去
最
低
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
連
合
国
が
食
糧
難
解
消
の
た
め
主
要
食
糧
の

提
供
を
行
い
、
そ
の
見
返
り
物
資
と
し
て
茶
が
指
定
さ

れ
た
の
で
、
茶
の
輸
出
が
再
開
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃

は
全
国
的
に
茶
園
が
減
少
し
て
お
り
、
過
小
生
産
の
状

況
で
、
茶
業
は
好
況
期
に
入
り
農
家
は
増
産
意
欲
を
か

き
た
て
ら
れ
ま
し
た
。
池
田
町
で
も
生
産
を
再
開
し
た

り
、
雑
木
林
や
竹
藪
を
開
墾
し
て
茶
園
を
造
成
す
る
農

家
が
増
え
ま
し
た
。

　
昭
和
三
十
年
代
の
高
度
成
長
期
に
は
、
国
民
の
生
活

水
準
が
向
上
す
る
と
と
も
に
、
茶
の
国
内
需
要
が
高
ま

り
、
輸
出
品
で
あ
っ
た
茶
は
輸
入
品
と
な
り
茶
業
界
は

大
き
く
変
革
の
時
期
を
迎
え
ま
し
た
。
池
田
町
で
は
機

械
化
を
進
め
る
先
進
農
家
に
、
多
く
の
人
が
製
法
を
習

い
に
行
き
、
独
立
し
て
個
人
で
製
茶
工
場
を
始
め
る
ケ
ー

ス
も
現
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
頃
か
ら
茶
の
栽
培
は
機
械
の
導
入
が
進
み
、
摘
採

方
法
は
手
鋏
で
刈
っ
て
い
た
も
の
が
、
バ
ッ
テ
リ
ー
式
電

動
鋏
か
ら
エ
ン
ジ
ン
付
き
の
大
型
鋏
、
さ
ら
に
二
人
乗
り

の
茶
刈
り
機
へ
と
進
歩
し
て
い
き
ま
し
た
。
池
田
山
麓
の

茶
園
は
、
扇
状
地
に
あ
る
た
め
常
に
干
ば
つ
が
危
惧
さ
れ

ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
の
構
造
改
善

事
業
で
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
が
、
畑
地
整
備
事
業
で
ホ
ー
ス

灌
漑
設
備
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
四
十
五
（
一
九
七

〇
）
年
に
着
工
し
た
池
田
山
山
麓
道
路
は
、
生
産
性
と
品

質
の
向
上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
昭
和
六
十

三
（
一
九
八
八
）
年
に
は
池
田
町
第
一
号
の
防
霜
フ
ァ
ン

が
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
急
速
に
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
基
盤
整
備
や
営
農
機
械
の
導
入
で
、
池
田
町

の
茶
栽
培
は
大
き
く
発
展
し
、
全
国
的
に
高
い
評
価
を
得

て
、
町
の
特
産
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。
町
で
は
様
々
な
機

会
を
と
ら
え
て
Ｐ
Ｒ
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

「美濃いび茶」と池田茶業の歩み

■
参
考
文
献

『
池
田
町
茶
業
史
　
茶
と
共
に
歩
み
て
』

平
成
十
三
年
　
池
田
町

『
池
田
町
史
　
通
史
編
』
　
昭
和
五
十
三
年
　
池
田
町

『
岐
阜
県
の
地
名
』
　
　
　
　
　
平
成
元
年
　
平
凡
社

え
ん
り
ゃ
く

り
く
　
う

こ
う
に
ん

け
ん
き
ゅ
う

え
い
さ
い

み
ょ
う

え

え
い
し
ょ
う

て
ん
し
ょ
う

け
い
ち
ょ
う

か
ん
せ
い

ぶ
ん
せ
い

か
ま
い
り

ほ
い

ろ

あ
ん
せ
い

池田山麓の茶園〈提供 :池田町役場産業課〉

茶園の分布（平成６年）

〈出典 :池田町茶業史 茶と共に歩みて〉

防霜ファン

〈出典 :池田町茶業史 茶と共に歩みて〉

五十川兵治郎が西本願寺広如上人からいただいた和歌

〈出典 :池田町茶業史 茶と共に歩みて〉

美濃いび茶〈提供 :池田町役場産業課〉

手鋏による茶刈り（昭和 40 年頃）

〈出典 :池田町茶業史 茶と共に歩みて〉

レール式摘採機〈出典 :池田町茶業史 茶と共に歩みて〉
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池
田
町
に
は
、
池
田
山
の
西
部
か
ら
多
く
の
谷
川
が

流
れ
下
り
、
町
の
中
央
を
南
流
す
る
杭
瀬
川
に
流
入
し

て
い
ま
す
。

　
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
九
月
の
豪
雨
が
、
未
曾
有

の
洪
水
被
害
を
も
た
ら
し
、
そ
の
後
は
豪
雨
の
た
び
に

土
砂
災
害
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
池
田
山
で
は
一
部
の
山
域
で
の
鎌
留
を

始
め
、
治
山
事
業
・
砂
防
事
業
が
永
年
続
け
ら
れ
て
き

ま
し
た
が
、
現
在
で
は
環
境
保
全
も
重
要
な
事
業
と

な
っ
て
い
ま
す
。

桜の名所を護る治山・砂防事業

一
．
江
戸
時
代
の
治
山
・
治
水

　
池
田
山
は
、
標
高
九
二
四
ｍ
、
伊
吹
山
地
に
属
し
、

揖
斐
郡
池
田
町
・
揖
斐
川
町
に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
。

養
老
・
伊
勢
湾
断
層
が
山
の
東
側
を
北
北
西
か
ら
南
南
東

に
走
っ
て
い
る
た
め
、
東
側
の
斜
面
は
断
層
崖
と
な
っ
て

平
野
部
へ
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
断
層
崖
は
、
小
さ

な
谷
に
侵
食
さ
れ
て
複
合
扇
状
地
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
扇
状
地
に
集
落
が
発
達
し
ま
し
た
が
、
急
斜

面
の
山
崩
れ
や
谷
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
、
昔
か
ら
人
家
や

農
地
が
繰
り
返
し
被
害
を
受
け
て
き
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
中
期
の
池
田
山
は
、
濫
伐
や
下
草
刈
り
で
荒

廃
し
、
山
に
降
っ
た
雨
は
滝
の
よ
う
に
谷
川
を
流
れ
下
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
谷
川
の
流
路
工
や
砂
防
工
事
が

施
工
さ
れ
ま
し
た
が
、
氾
濫
を
防
ぐ
に
は
十
分
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
山
林
の
荒
廃
は
相
当
に
酷
か
っ
た
よ
う
で
、
安
永
九

（
一
七
八
〇
）
年
、
池
田
山
南
部
の
釜
ヶ
谷
入
会
地
で
は

土
砂
崩
れ
が
多
く
な
り
、
下
草
刈
取
場
が
少
な
く
な
っ
た

の
で
、
入
会
村
六
ヶ
村
は
、
区
域
を
指
定
し
立
ち
入
り
を

禁
止
（
鎌
留
）
し
て
、
山
林
の
保
護
に
努
め
ま
し
た
。
当
初
、

立
ち
入
り
禁
止
区
域
（
鎌
留
場
）
に
入
っ
て
草
木
を
採
取

し
た
者
は
、
三
ヶ
年
の
入
山
禁
止
の
処
罰
で
し
た
が
、
七

年
後
に
は
禁
を
破
っ
た
者
は
金
三
両
の
罰
金
と
罰
則
強
化

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
十
六
年
目
の
寛
政
八
（
一
七
九
八
）
年
、
六
之
井
村
は

山
稼
場
が
狭
く
困
っ
て
い
る
と
し
て
、
鎌
留
場
で
の
伐
採

を
申
し
出
ま
し
た
が
、
山
添
四
ヶ
村
が
、
山
崩
れ
・
土
砂

流
出
を
危
惧
し
て
応
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
の
農
民
に

と
っ
て
、
入
会
地
に
入
っ
て
肥
料
に
す
る
下
草
を
刈
り
、

燃
料
と
す
る
薪
を
取
る
こ
と
は
生
活
に
不
可
欠
で
、
生
死

に
関
わ
る
重
要
事
項
で
し
た
。
そ
れ
を
あ
え
て
自
ら
禁
止

し
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
山
林
の
状
態
が
深
刻
だ
っ
た
こ
と

を
表
し
て
い
ま
す
。

　
鎌
留
は
、
今
で
い
う
保
安
林
の
設
定
で
し
た
が
、
そ
の

実
績
に
よ
っ
て
領
主
に
よ
る
砂
留
工
事
が
実
施
さ
れ
た
よ

う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
き
た

池
田
山
の
治
山
・
治
水
は
、
明
治
以
降
も
今
日
に
至
る
ま

で
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

二
．
治
山
事
業
と
砂
防
事
業

　
土
砂
災
害
や
谷
川
の
氾
濫
を
防
ぐ
事
業
に
は
、
治
山

と
砂
防
が
あ
り
ま
す
。

　
治
山
事
業
は
、
森
林
の
維
持
・
造
成
を
通
じ
て
、
山
地

災
害
か
ら
国
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
事
業
で
、
国
で
は

農
林
水
産
省
林
野
庁
の
所
管
と
な
っ
て
お
り
、
岐
阜
県
で

は
林
政
部
治
山
課
が
担
っ
て
い
ま
す
。

　
砂
防
事
業
は
、
流
域
に
お
け
る
荒
廃
地
域
の
保
全
を
行

う
と
と
も
に
下
流
河
川
の
河
床
上
昇
を
防
ぎ
、
土
砂
流
出

に
よ
る
災
害
か
ら
人
命
・
財
産
を
守
る
事
業
で
、
国
で
は

国
土
交
通
省
、
岐
阜
県
で
は
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
管

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
事
業
内
容
は
異
な
り
ま
す
が
、
実
際
に
施
工
さ
れ
る
工

事
に
は
、
斜
面
の
安
定
さ
せ
る
た
め
に
土
留
や
植
栽
を
施

す
山
腹
工
な
ど
、
両
事
業
で
行
わ
れ
て
い
る
工
事
も
あ
り

ま
す
。
谷
川
に
構
造
物
を
設
置
し
て
土
砂
災
害
を
防
止
す

る
工
事
は
、
治
山
で
は
渓
間
工
、
砂
防
で
は
堰
堤
工
と
よ

び
、
ダ
ム
形
状
の
構
造
物
を
治
山
で
は
治
山
ダ
ム
、
砂
防

で
は
砂
防
堰
堤
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
治
山
ダ
ム
と
砂
防
堰

堤
は
、
目
的
・
設
計
基
準
・
規
模
な
ど
に
差
異
は
あ
る
も

の
の
、
同
じ
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。

三
．
池
田
山
の
治
山
と

　
　
「
池
田
の
森
」

　
治
山
事
業
で
は
、
国
土
保
全
・
水
源
涵
養
な
ど
の
公
益

的
機
能
が
要
請
さ
れ
る
保
安
林
に
お
い
て
、
森
林
を
整
備

す
る
保
安
林
整
備
、
山
腹
斜
面
の
安
定
を
目
的
と
し
て
土

留
工
・
植
栽
工
を
施
す
山
腹
工
、
治
山
ダ
ム
な
ど
を
設
置

し
て
渓
岸
・
渓
床
の
侵
食
を
防
止
す
る
渓
間
工
、
地
下
水

の
排
除
や
杭
打
ち
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
地
す
べ
り
防

止
工
な
ど
多
岐
に
渡
り
ま
す
。

　
国
土
の
六
十
六
％
を
占
め
る
森
林
の
多
く
が
、
急
峻
な

地
形
と
脆
弱
な
地
質
上
に
あ
る
上
、
集
中
豪
雨
に
見
舞
わ

れ
や
す
い
気
象
条
件
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
多
く
の

山
地
災
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
災
害
に
備
え

て
、
国
や
都
道
府
県
で
は
、
地
形
・
地
質
特
性
・
保
全
対

象
な
ど
か
ら
み
て
山
地
災
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
地
区
（
山

地
災
害
危
険
地
区
）
な
ど
を

対
象
と
し
て
、
治
山
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
急
傾
斜
地
の
多
い
池
田
山

東
部
に
お
い
て
も
、
こ
う
し

た
工
事
が
数
多
く
行
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
山
中
の
小
さ
な

沢
に
設
置
さ
れ
た
治
山
ダ
ム

が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
ま

す
。

　
治
山
ダ
ム
は
、
単
に
土
砂

の
流
出
を
抑
制
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
水
の
勢
い
を
緩
や

か
に
し
て
川
底
や
岸
が
削
ら

れ
る
の
を
防
い
で
い
ま
す
。

ま
た
土
砂
を
溜
め
る
こ
と
で

両
岸
の
山
を
支
え
て
崩
落
を

防
ぐ
機
能
も
併
せ
も
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
治
山
事
業
に
お
い
て

は
、
森
林
の
保
護
・
整
備
も
重

要
な
事
業
と
な
っ
て
い
ま

す
。
森
林
は
水
を
蓄
え
、
土
砂

崩
れ
や
洪
水
を
防
ぎ
、
空
気
を
き
れ
い
に
す
る
機
能
を

も
っ
て
お
り
、
近
年
で
は
森
林
の
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
効

果
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
岐
阜
県
は
、
治
山
事
業
の
一

環
と
し
て
、
荒
廃
し
た
森
林
を
改
良
し
、
植
栽
や
歩
道
・

施
設
を
設
け
、
保
健
休
養
や
自
然
観
察
の
場
と
し
て
利

用
で
き
る
生
活
環
境
保
全
林
「
森
の
楽
園
」
を
県
下
三

十
二
ヶ
所
で
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
つ
「
池
田
の
森
」
は
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
で
名
高
い

霞
間
ヶ
渓
か
ら
池
田
山
山
頂
ま
で
の
一
帯
一
〇
三
ha
を
占

め
る
自
然
公
園
で
、
四
季
折
々
の
景
観
美
や
「
濃
尾
平
野

の
展
望
台
」
と
賞
さ
れ
る
山
頂
の
展
望
が
訪
れ
る
人
を
楽

し
ま
せ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
池
田
山
で
は
、
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年

か
ら
藤
代
南
谷
で
谷
止
工
が
行
わ
れ
て
お
り
、
令
和
二

（
二
〇
二
〇
）
年
の
完
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

四
．
近
年
の
砂
防
事
業

　
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
、
池
田
山
大
谷
で
岐
阜
県

下
最
初
の
県
営
に
よ
る
土
砂
扞
止
工
が
施
工
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
池
田
山
の
主
要
な
谷
川
で
は
、
集
落
・

農
地
の
保
全
と
用
水
の
確
保
を
目
的
と
し
て
多
く
の

砂
防
事
業
が
営
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
大
津
谷
で
は
、
扇
頂
部

に
二
基
・
山
間
流
域
に
二

基
の
空
石
積
の
堰
堤
工
・

床
固
工
が
認
め
ら
れ
、
そ

の
形
態
や
規
模
な
ど
か

ら
、
明
治
期
か
ら
大
正
期

に
か
け
て
施
工
さ
れ
た
も

の
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
十
年
代
に
は
農
村
救

済
の
た
め
、
町
民
の
多
く

が
携
わ
っ
た
砂
防
工
事
が

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭

和
三
十
年
以
降
に
な
る

と
、
上
流
域
に
本
格
的
な

コ
ン
ク
リ
ー
ト
堰
堤
が
施

工
さ
れ
、
土
砂
災
害
に
対

す
る
安
全
性
が
向
上
し
ま
し
た
。

　
近
年
に
な
る
と
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
に
豊
か
さ
を

見
い
だ
す
風
潮
が
高
ま
り
、
水
辺
に
憩
い
や
多
様
な

生
態
系
を
育
む
環
境
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

大
津
谷
で
は
、
自
然
環
境
を
生
か
し
て
公
園
施
設
と

砂
防
が
一
体
と
な
っ
た
砂
防
環
境
整
備
事
業
が
進
め

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
老
朽
化
し
た
砂
防
施
設
の
改
修

に
お
い
て
、
景
観
に
配
慮
し
た
工
法
を
選
択
し
、
階

段
護
岸
や
緑
化
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
法
面
の
修
景
、
河

道
内
に
散
策
路
を
設
置
す
る
な
ど
、
全
体
と
し
て
砂

防
の
学
習
の
場
と
な
る
よ
う
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
霞
間
ヶ
渓
の
下
流
部
は
、
扇
状
地
と
な
っ
て

い
る
た
め
河
床
が
周
囲
よ
り
四
～
七
ｍ
高
く
、
氾
濫

を
繰
り
返
し
て
き
た
た
め
、
天
井
川
に
不
安
を
も
つ

地
元
か
ら
砂
防
工
事
の
要
望
が
高
ま
り
、
昭
和
五
十

八
（
一
九
八
三
）
年
度
か
ら
六
ヶ
年
計
画
で
通
称
桜

橋
以
東
の
工
事
が
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
工
事
で
は
、
従
来
の
流
路
を
北
側
の
低
位
地
に
付

け
替
え
安
全
性
を
確
保
し
ま
し
た
。
こ
の
霞
間
ヶ
渓

は
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や

ヒ

ガ
ン

ザ

ク

ラ

な

ど
七
十
種

を

越

す

桜
の
植
生
地
で
、
溪

谷
の
景
観
と
相
ま
っ

て
、
国
の
名
勝
と
天

然

記

念

物
に

指

定

さ
れ
て
お
り
、
岐
阜

県
下
で
同

時

に

指

定

さ

れ

て
い

る
の

は
、
他
所
で
は
鬼
岩

（
瑞

浪

市
）
だ

け

で
、
貴
重
な
文
化
財

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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池
田
町
に
は
、
池
田
山
の
西
部
か
ら
多
く
の
谷
川
が

流
れ
下
り
、
町
の
中
央
を
南
流
す
る
杭
瀬
川
に
流
入
し

て
い
ま
す
。

　
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
九
月
の
豪
雨
が
、
未
曾
有

の
洪
水
被
害
を
も
た
ら
し
、
そ
の
後
は
豪
雨
の
た
び
に

土
砂
災
害
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
池
田
山
で
は
一
部
の
山
域
で
の
鎌
留
を

始
め
、
治
山
事
業
・
砂
防
事
業
が
永
年
続
け
ら
れ
て
き

ま
し
た
が
、
現
在
で
は
環
境
保
全
も
重
要
な
事
業
と

な
っ
て
い
ま
す
。

桜の名所を護る治山・砂防事業

一
．
江
戸
時
代
の
治
山
・
治
水

　
池
田
山
は
、
標
高
九
二
四
ｍ
、
伊
吹
山
地
に
属
し
、

揖
斐
郡
池
田
町
・
揖
斐
川
町
に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
。

養
老
・
伊
勢
湾
断
層
が
山
の
東
側
を
北
北
西
か
ら
南
南
東

に
走
っ
て
い
る
た
め
、
東
側
の
斜
面
は
断
層
崖
と
な
っ
て

平
野
部
へ
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
断
層
崖
は
、
小
さ

な
谷
に
侵
食
さ
れ
て
複
合
扇
状
地
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
扇
状
地
に
集
落
が
発
達
し
ま
し
た
が
、
急
斜

面
の
山
崩
れ
や
谷
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
、
昔
か
ら
人
家
や

農
地
が
繰
り
返
し
被
害
を
受
け
て
き
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
中
期
の
池
田
山
は
、
濫
伐
や
下
草
刈
り
で
荒

廃
し
、
山
に
降
っ
た
雨
は
滝
の
よ
う
に
谷
川
を
流
れ
下
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
谷
川
の
流
路
工
や
砂
防
工
事
が

施
工
さ
れ
ま
し
た
が
、
氾
濫
を
防
ぐ
に
は
十
分
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
山
林
の
荒
廃
は
相
当
に
酷
か
っ
た
よ
う
で
、
安
永
九

（
一
七
八
〇
）
年
、
池
田
山
南
部
の
釜
ヶ
谷
入
会
地
で
は

土
砂
崩
れ
が
多
く
な
り
、
下
草
刈
取
場
が
少
な
く
な
っ
た

の
で
、
入
会
村
六
ヶ
村
は
、
区
域
を
指
定
し
立
ち
入
り
を

禁
止
（
鎌
留
）
し
て
、
山
林
の
保
護
に
努
め
ま
し
た
。
当
初
、

立
ち
入
り
禁
止
区
域
（
鎌
留
場
）
に
入
っ
て
草
木
を
採
取

し
た
者
は
、
三
ヶ
年
の
入
山
禁
止
の
処
罰
で
し
た
が
、
七

年
後
に
は
禁
を
破
っ
た
者
は
金
三
両
の
罰
金
と
罰
則
強
化

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
十
六
年
目
の
寛
政
八
（
一
七
九
八
）
年
、
六
之
井
村
は

山
稼
場
が
狭
く
困
っ
て
い
る
と
し
て
、
鎌
留
場
で
の
伐
採

を
申
し
出
ま
し
た
が
、
山
添
四
ヶ
村
が
、
山
崩
れ
・
土
砂

流
出
を
危
惧
し
て
応
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
の
農
民
に

と
っ
て
、
入
会
地
に
入
っ
て
肥
料
に
す
る
下
草
を
刈
り
、

燃
料
と
す
る
薪
を
取
る
こ
と
は
生
活
に
不
可
欠
で
、
生
死

に
関
わ
る
重
要
事
項
で
し
た
。
そ
れ
を
あ
え
て
自
ら
禁
止

し
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
山
林
の
状
態
が
深
刻
だ
っ
た
こ
と

を
表
し
て
い
ま
す
。

　
鎌
留
は
、
今
で
い
う
保
安
林
の
設
定
で
し
た
が
、
そ
の

実
績
に
よ
っ
て
領
主
に
よ
る
砂
留
工
事
が
実
施
さ
れ
た
よ

う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
き
た

池
田
山
の
治
山
・
治
水
は
、
明
治
以
降
も
今
日
に
至
る
ま

で
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

二
．
治
山
事
業
と
砂
防
事
業

　
土
砂
災
害
や
谷
川
の
氾
濫
を
防
ぐ
事
業
に
は
、
治
山

と
砂
防
が
あ
り
ま
す
。

　
治
山
事
業
は
、
森
林
の
維
持
・
造
成
を
通
じ
て
、
山
地

災
害
か
ら
国
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
事
業
で
、
国
で
は

農
林
水
産
省
林
野
庁
の
所
管
と
な
っ
て
お
り
、
岐
阜
県
で

は
林
政
部
治
山
課
が
担
っ
て
い
ま
す
。

　
砂
防
事
業
は
、
流
域
に
お
け
る
荒
廃
地
域
の
保
全
を
行

う
と
と
も
に
下
流
河
川
の
河
床
上
昇
を
防
ぎ
、
土
砂
流
出

に
よ
る
災
害
か
ら
人
命
・
財
産
を
守
る
事
業
で
、
国
で
は

国
土
交
通
省
、
岐
阜
県
で
は
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
管

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
事
業
内
容
は
異
な
り
ま
す
が
、
実
際
に
施
工
さ
れ
る
工

事
に
は
、
斜
面
の
安
定
さ
せ
る
た
め
に
土
留
や
植
栽
を
施

す
山
腹
工
な
ど
、
両
事
業
で
行
わ
れ
て
い
る
工
事
も
あ
り

ま
す
。
谷
川
に
構
造
物
を
設
置
し
て
土
砂
災
害
を
防
止
す

る
工
事
は
、
治
山
で
は
渓
間
工
、
砂
防
で
は
堰
堤
工
と
よ

び
、
ダ
ム
形
状
の
構
造
物
を
治
山
で
は
治
山
ダ
ム
、
砂
防

で
は
砂
防
堰
堤
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
治
山
ダ
ム
と
砂
防
堰

堤
は
、
目
的
・
設
計
基
準
・
規
模
な
ど
に
差
異
は
あ
る
も

の
の
、
同
じ
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。

三
．
池
田
山
の
治
山
と

　
　
「
池
田
の
森
」

　
治
山
事
業
で
は
、
国
土
保
全
・
水
源
涵
養
な
ど
の
公
益

的
機
能
が
要
請
さ
れ
る
保
安
林
に
お
い
て
、
森
林
を
整
備

す
る
保
安
林
整
備
、
山
腹
斜
面
の
安
定
を
目
的
と
し
て
土

留
工
・
植
栽
工
を
施
す
山
腹
工
、
治
山
ダ
ム
な
ど
を
設
置

し
て
渓
岸
・
渓
床
の
侵
食
を
防
止
す
る
渓
間
工
、
地
下
水

の
排
除
や
杭
打
ち
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
地
す
べ
り
防

止
工
な
ど
多
岐
に
渡
り
ま
す
。

　
国
土
の
六
十
六
％
を
占
め
る
森
林
の
多
く
が
、
急
峻
な

地
形
と
脆
弱
な
地
質
上
に
あ
る
上
、
集
中
豪
雨
に
見
舞
わ

れ
や
す
い
気
象
条
件
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
多
く
の

山
地
災
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
災
害
に
備
え

て
、
国
や
都
道
府
県
で
は
、
地
形
・
地
質
特
性
・
保
全
対

象
な
ど
か
ら
み
て
山
地
災
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
地
区
（
山

地
災
害
危
険
地
区
）
な
ど
を

対
象
と
し
て
、
治
山
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
急
傾
斜
地
の
多
い
池
田
山

東
部
に
お
い
て
も
、
こ
う
し

た
工
事
が
数
多
く
行
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
山
中
の
小
さ
な

沢
に
設
置
さ
れ
た
治
山
ダ
ム

が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
ま

す
。

　
治
山
ダ
ム
は
、
単
に
土
砂

の
流
出
を
抑
制
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
水
の
勢
い
を
緩
や

か
に
し
て
川
底
や
岸
が
削
ら

れ
る
の
を
防
い
で
い
ま
す
。

ま
た
土
砂
を
溜
め
る
こ
と
で

両
岸
の
山
を
支
え
て
崩
落
を

防
ぐ
機
能
も
併
せ
も
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
治
山
事
業
に
お
い
て

は
、
森
林
の
保
護
・
整
備
も
重

要
な
事
業
と
な
っ
て
い
ま

す
。
森
林
は
水
を
蓄
え
、
土
砂

崩
れ
や
洪
水
を
防
ぎ
、
空
気
を
き
れ
い
に
す
る
機
能
を

も
っ
て
お
り
、
近
年
で
は
森
林
の
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
効

果
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
岐
阜
県
は
、
治
山
事
業
の
一

環
と
し
て
、
荒
廃
し
た
森
林
を
改
良
し
、
植
栽
や
歩
道
・

施
設
を
設
け
、
保
健
休
養
や
自
然
観
察
の
場
と
し
て
利

用
で
き
る
生
活
環
境
保
全
林
「
森
の
楽
園
」
を
県
下
三

十
二
ヶ
所
で
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
つ
「
池
田
の
森
」
は
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
で
名
高
い

霞
間
ヶ
渓
か
ら
池
田
山
山
頂
ま
で
の
一
帯
一
〇
三
ha
を
占

め
る
自
然
公
園
で
、
四
季
折
々
の
景
観
美
や
「
濃
尾
平
野

の
展
望
台
」
と
賞
さ
れ
る
山
頂
の
展
望
が
訪
れ
る
人
を
楽

し
ま
せ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
池
田
山
で
は
、
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年

か
ら
藤
代
南
谷
で
谷
止
工
が
行
わ
れ
て
お
り
、
令
和
二

（
二
〇
二
〇
）
年
の
完
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

四
．
近
年
の
砂
防
事
業

　
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
、
池
田
山
大
谷
で
岐
阜
県

下
最
初
の
県
営
に
よ
る
土
砂
扞
止
工
が
施
工
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
池
田
山
の
主
要
な
谷
川
で
は
、
集
落
・

農
地
の
保
全
と
用
水
の
確
保
を
目
的
と
し
て
多
く
の

砂
防
事
業
が
営
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
大
津
谷
で
は
、
扇
頂
部

に
二
基
・
山
間
流
域
に
二

基
の
空
石
積
の
堰
堤
工
・

床
固
工
が
認
め
ら
れ
、
そ

の
形
態
や
規
模
な
ど
か

ら
、
明
治
期
か
ら
大
正
期

に
か
け
て
施
工
さ
れ
た
も

の
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
十
年
代
に
は
農
村
救

済
の
た
め
、
町
民
の
多
く

が
携
わ
っ
た
砂
防
工
事
が

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭

和
三
十
年
以
降
に
な
る

と
、
上
流
域
に
本
格
的
な

コ
ン
ク
リ
ー
ト
堰
堤
が
施

工
さ
れ
、
土
砂
災
害
に
対

す
る
安
全
性
が
向
上
し
ま
し
た
。

　
近
年
に
な
る
と
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
に
豊
か
さ
を

見
い
だ
す
風
潮
が
高
ま
り
、
水
辺
に
憩
い
や
多
様
な

生
態
系
を
育
む
環
境
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

大
津
谷
で
は
、
自
然
環
境
を
生
か
し
て
公
園
施
設
と

砂
防
が
一
体
と
な
っ
た
砂
防
環
境
整
備
事
業
が
進
め

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
老
朽
化
し
た
砂
防
施
設
の
改
修

に
お
い
て
、
景
観
に
配
慮
し
た
工
法
を
選
択
し
、
階

段
護
岸
や
緑
化
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
法
面
の
修
景
、
河

道
内
に
散
策
路
を
設
置
す
る
な
ど
、
全
体
と
し
て
砂

防
の
学
習
の
場
と
な
る
よ
う
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
霞
間
ヶ
渓
の
下
流
部
は
、
扇
状
地
と
な
っ
て

い
る
た
め
河
床
が
周
囲
よ
り
四
～
七
ｍ
高
く
、
氾
濫

を
繰
り
返
し
て
き
た
た
め
、
天
井
川
に
不
安
を
も
つ

地
元
か
ら
砂
防
工
事
の
要
望
が
高
ま
り
、
昭
和
五
十

八
（
一
九
八
三
）
年
度
か
ら
六
ヶ
年
計
画
で
通
称
桜

橋
以
東
の
工
事
が
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
工
事
で
は
、
従
来
の
流
路
を
北
側
の
低
位
地
に
付

け
替
え
安
全
性
を
確
保
し
ま
し
た
。
こ
の
霞
間
ヶ
渓

は
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や

ヒ

ガ
ン

ザ

ク

ラ

な

ど
七
十
種

を

越

す

桜
の
植
生
地
で
、
溪

谷
の
景
観
と
相
ま
っ

て
、
国
の
名
勝
と
天

然

記

念

物
に

指

定

さ
れ
て
お
り
、
岐
阜

県
下
で
同

時

に

指

定

さ

れ

て
い

る
の

は
、
他
所
で
は
鬼
岩

（
瑞

浪

市
）
だ

け

で
、
貴
重
な
文
化
財

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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一
．
水
位
観
測
の
は
じ
ま
り

　
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
十
一
月
、
わ
が
国
最
初
の
治

水
政
策
で
あ
る
『
治
水
策
要
領
』
に
、
あ
る
基
準
か
ら
の

水
面
の
高
さ
（
水
位
）
を
測
る
た
め
、
量
水
標
（
水
位
目

盛
）
の
設
置
と
測
量
の
実
施
が
記
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
川
岸
に
垂
直
に
立
つ
目
盛
（
水
位
目
盛
）
を
付
け
た
支

柱
を
量
水
標
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
観
測
し
て
い
る
場

所
ご
と
に
高
さ
の
基
準
と
な
る
水
位
を
ゼ
ロ
と
す
る
点

（
零
点
高
）
を
決
め
、
設
置
位
置
の
水
位
を
計
測
す
る
器

具
で
す
。

　
河
川
改
修
計
画
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
複
数
箇
所
の

河
川
水
位
を
計
測
し
、
関
係
性
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
全
て
の
観
測
箇
所
の
基
準
と
な
る
点

（
水
準
原
標
）
を
定
め
観
測
場
所
ご
と
に
高
さ
を
計
測

（
水
準
測
量
）
し
、
水
準
原
標
と
比
較
す
る
こ
と
で
高
さ

の
関
係
性
を
把
握
し
て
い
ま
す
。

　
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
ド
ー
ル
ン
と
共
に
来
日
し

た
リ
ン
ド
は
、
利
根
川
筋
と
江
戸
川
筋
に
量
水
標
を
設
置

し
て
水
位
観
測
を
開
始
し
ま
し
た
。
同
時
に
リ
ン
ド
は
水

準
測
量
を
行
い
、
水
準
測
量
の
原
点
と
し
て
利
根
川
河
口

銚
子
の
飯
沼
観
音
（
圓
福
寺
）
内
に
設
置
し
た
飯
沼
水
準

原
標
石
を
基
準
と
し
て
、
飯
沼
量
水
標
の
零
点
高
を
日
本

水
位
尺
（J

a
p

a
n

P
e
il

）
と
名
付
け
ま
し
た
。P

e
il

は
、

「
水
準
線
」
や
「
基
準
」
な
ど
を
意
味
す
る
オ
ラ
ン
ダ
語

で
す
。

　
次
に
、
浦
安
市
堀
江
の
清
滝
神
社
に
堀
江
水
準
標
石
を

設
置
し
、
こ
の
基
準
面
か
ら
堀
江
（
江
戸
川
河
口
）
量
水

標
の
零
点
高
を
「Y

e
d
o
g
a
w

a
 

P
e
il

」
（Y

.P
.

）
と
名
付

け
、
利
根
川
や
江
戸
川
の
基
準
面
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
六
月
に
は
、
隅
田
川
河
口
霊

岸
島
（
明
治
時
代
は
荒
川
の
河
口
）
に
量
水
標
を
設
置

し
、
こ
の
量
水
標
の
零
点
高
を
荒
川
基
本
水
準
面A

.P
.

（A
ra

k
a
w

a
 P

e
il

）
と
名
付
け
ま
し
た
。

二
．
全
国
の
高
さ
の
基
準

　
　
（
日
本
水
準
原
点
）

　
霊
岸
島
で
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
か
ら
約
六
年
間
観
測

さ
れ
た
量
水
標
の
値
か
ら
、
日
本
全
国
の
土
地
の
標
高
の
基

準
で
あ
る
東
京
湾
平
均
海
面T

.P
.

（T
o
k
yo

 
P

e
il

：
東
京
湾

中
等
潮
位
）
が
、
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
にA

.P
.

よ
り

1
.1
3

4
4

m

高
く
（A

.P
.=T

.P
.-1

.1
3

4
4

m

）
決
め
ら
れ
ま

し
た
。

　
こ
の
東
京
湾
の
平
均
海
面
（T

.P
.

）
を
地
上
に
固
定
す
る

た
め
、
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
に
日
本
水
準
原
点

が
、
千
代
田
区
永
田
町
の
憲
政
会
館
構
内
に
設
置
さ
れ
ま
し

た
。

　
設
置
当
初
、
水
準
原
点
の
標
高
はT

.P
.+2

4
.5

0
0

0
m

で

し
た
が
、
関
東
大
震
災
や
東
日
本
大
震
災
を
経
て
、
現
在
は

T
.P

.+2
4

.3
9

0
0

m

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
説
明

し
た
高
さ
の
関
係
を
図
１
に
示
し
ま
す
。

三
．
河
川
改
修
の
た
め
の

　
　
水
準
測
量

　
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
五
月
中
旬
、
明
治
改
修
で
最
初

の
測
量
が
現
稲
沢
市
祖
父
江
町
馬
飼
で
開
始
さ
れ
、
明
治
七

（
一
八
七
四
）
年
暮
れ
、
ま
た
は
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
初

春
に
は
改
修
区
域
の
全
測
量
が
完
了
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
起
き
た
内
務
省
の

製
図
場
か
ら
の
出
火
に
よ
り
、
リ
ン
ド
に
よ
る
利
根
川
や
木

標
高
を
プ
ロ
ッ
ト
し
た
縦
断
図
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
縦
断
図
に
は
八
ヶ
所
の
量
水
標
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
、
最
上
流
の
一
ヶ
所
は
「M

O
R

IS
H

IT
A

 
P

」

と
書
か
れ
て
お
り
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
政
府
が
最

初
に
設
置
し
た
森
下
量
水
標
で
、
そ
れ
以
外
の
横
満
蔵
、
油

島
な
ど
の
七
ヶ
所
は
デ
・
レ
イ
ケ
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
量

水
標
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
『
計
画
図
Ａ
』
を
忠
実
に
ト
レ
ー
ス
し
て
見
や
す
く
し
た

平
面
図
（
図
２
）
中
の
量
水
標
は
、
明
治
政
府
が
設
置
し
た

九
ヶ
所
（
赤
丸
）
と
吉
之
丸
水
位
観
測
所
（
水
色
丸
）
、
ま

た
デ
・
レ
イ
ケ
が
設
置
し
た
七
ヶ
所
（
黒
丸
）
を
記
載
し
た

も
の
で
す
。

　
な
お
同
図
は
、
『
計
画
図
Ａ
』
を
見
や
す
く
す
る
た
め
鮮

明
に
書
き
直
し
て
お
り
、
旧
河
道
を
薄
い
水
色
、
新
河
道
を

濃
い
水
色
、
廃
川
を
緑
色
で
区
別
し
、
新
設
予
定
堤
防
を
赤

色
で
着
色
し
て
い
る
他
、
鉄
道
・
国
道
な
ど
も
記
載
し
て
い

ま
す
。

五
．
木
曽
川
の
高
さ
の
基
準

　
　
（
工
事
基
準
面(

Ｏ
．
Ｐ
．)

）

　
木
曽
川
で
も
量
水
標
に
よ
る
水
位
観
測
は
明
治
六

（
一
八
七
三
）
年
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
木
曽
川
の

水
標
の
値
か
ら
水
表
面
の
高
さ
の
変
化
が
分
か
り
ま
す
。

　
河
川
工
事
は
水
中
の
仕
事
が
多
い
た
め
、
水
系
の
河
口
近

く
に
高
さ
の
基
準
を
決
め
、
そ
の
基
準
面
か
ら
地
表
の
凹
凸

や
川
の
横
断
面
等
を
表
示
す
る
の
が
便
利
で
す
。
前
述
の

Y
.P

.

やA
.P

.

も
水
系
固
有
の
高
さ
の
基
準
で
あ
り
、
木
曽
川

水
系
で
も
固
有
の
基
準O

.P
.

（O
w

a
riw

a
n

P
e
il

）
が
決

め
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
項
で
説
明
し
ま

す
。

　
量
水
標
の
設
置
に
関
し
て
は
、
デ
・
レ
イ
ケ
の
来
日
よ
り

約
五
ヶ
月
も
早
い
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
四
月
中
旬
、
井

上
馨
が
岐
阜
県
へ
「
土
木
寮
官
員
が
量
水
標
設
置
に
出
張
す

る
の
で
、
川
に
詳
し
い
者
を
同
行
さ
せ
よ
」
と
通
知
を
し
て

い
ま
す
。

　
木
曽
川
筋
の
最
初
の
量
水
標
は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）

年
五
月
十
三
日
の
海
西
郡
日
原
村
を
始
め
、
海
西
郡
森
下

村
、
中
島
郡
駒
塚
村
、
海
西
郡
成
戸
村
の
後
、
五
月
三
十
日

に
羽
栗
郡
田
代
村
ま
で
、
合
計
五
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
ま
し

た
。

　
ま
た
、
長
良
川
筋
で
は
、
五
月
二
十
九
日
に
羽
栗
郡
本
郷

村
と
六
月
三
日
に
本
巣
郡
前
野
村
（
改
修
工
事
で
河
川
敷
と

な
る
）
の
二
ヶ
所
、
合
計
九
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
、
揖
斐
川
筋

で
は
、
五
月
二
十
日
に
安
八
郡
今
尾
村
と
六
月
八
日
に
安
八

郡
津
村
の
二
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
量
水
標
の

水
位
は
、
昼
夜
を
通
し
て
一
時
間
ご
と
に
観
測
さ
れ
ま
し

た
。

　
そ
の
後
、
揖
斐
川
河
口
部
の
潮
位
と
量
水
標
と
の
関
係
を

調
べ
る
た
め
、
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
十
一
月
に
オ
ラ

ン
ダ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
自
記
水
位
計
が
揖
斐
川
右
岸
の
桑
名

市
吉
之
丸
（
現
在
は
廃
止
）
に
設
置
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、

桑
名
派
出
所
の
直
轄
で
観
測
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
２
）
。

　
な
お
、
デ
・
レ
イ
ケ
は
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
四
月

に
提
出
し
た
『
木
曽
川
下
流
概
説
書
』
に
、
「
既
に
建
設
し

て
経
験
す
る
量
水
標
の
外
に
、
な
お
若
干
を
設
け
ざ
る
可
か

ら
ず
。
」
と
記
し
、
さ
ら
な
る
量
水
標
の
設
置
に
つ
い
て
触

れ
て
い
ま
す
。

　
木
曽
川
文
庫
に
は
、
も
う
一
枚
の
同
名
の
『
木
曽
三
川
改

修
計
画
図
』
（
『
計
画
図
Ｂ
』
と
記
す
）
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
図
面
は
、 

上
半
分
に
木
曽
川
の
低
水
路
を
直
線

で
描
い
た
低
水
路
幅
員
図
、
下
半
分
に
は
低
水
路
位
置
で
の

工
事
基
準
面O

.P
.

（O
w

a
riw

a
n

P
e
il

、
淀
川
の
工
事

基
準
面O

s
a
k
a
 P

e
il

と
同
じ
略
字
）
が
い
つ
頃
、
ど
こ
の

観
測
所
で
、
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
高
さ
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
か
は
不
明
で
し
た
。

　
木
曽
川
の
工
事
基
準
面
（O

.P
.

）
に
関
し
て
は
、
大
正

初
期
の
名
著
『
君
島
大
測
量
学
』
の
下
巻
が
「
仮
定
の
基

準
面
と
し
て
例
え
ば
、
木
曽
川
のO

.P
.

、
利
根
川
のY

.P
.

　
愛
知
県
愛
西
市
に
あ
る
「
木
曽
川
文
庫
」
に
、
デ
・

レ
イ
ケ
が
書
い
た
と
さ
れ
る
二
枚
の
大
き
な
「
木
曽
三

川
改
修
計
画
図
」
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
１
）。

平
面
図
が
描
か
れ
た
一
枚
（
以
後
『
計
画
図
Ａ
』
と
記
す
）

に
は
、
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
高
水
路
や
舟
運
路

と
し
て
の
低
水
路
の
計
画
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
水
路
幅
は
「
水
位
」
や
「
流
量
」
の
知
識
に

基
づ
い
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
河
道
の
河
床
高

や
堤
防
高
は
「
あ
る
高
さ
」
を
基
準
と
し
て
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
本
号
で
は
、
木
曽
川
の
量
水
標
の
設
置
、
水
位
観
測

の
開
始
、
工
事
基
準
面
（O

.P
.

）
の
導
入
経
緯
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
と
し
、
次
号
以
降
で
流
量
に
つ
い
て
説
明

し
ま
す
。

地域と河川　第八編

流量の概念と基準水位
－明治改修計画図に見る その１－

曽
三
川
な
ど
の
測
量
図
が
焼
失
し
た
た
め
、
デ
・
レ
イ
ケ
の

提
言
に
よ
っ
て
全
改
修
地
域
の
一
／
三
〇
〇
〇
の
再
測
量
図

が
作
成
さ
れ
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
十
二
月
に
完
成

し
ま
し
た
。

　
木
曽
三
川
で
測
量
が
行
わ
れ
た
区
間
は
、

①
木
曽
川
筋
は
、
佐
屋
川
筋
と
共
に
、
現
羽
島
郡
笠
松
町
か

ら
現
桑
名
市
の
河
口
ま
で
、

②
長
良
川
筋
は
、
現
岐
阜
市
長
良
か
ら
木
曽
川
と
の
合
流
点

（
現
羽
島
市
桑
原
町
）
ま
で
、

③
揖
斐
川
筋
は
、
現
瑞
穂
市
呂
久
か
ら
河
口
ま
で
、
ま
た
、

水
門
川
は
大
垣
か
ら
、
牧
田
川
は
烏
江
か
ら
各
揖
斐
川
合
流

点
ま
で
、
で
し
た
。

　
な
お
、
改
修
区
間
内
の
輪
中
や
各
支
川
も
全
て
測
量

さ
れ
、

④
海
岸
で
は
、
現
海
部
郡
飛
島
村
新
政
成
か
ら
町
屋
川
（
員

弁
川
の
俗
称
）
河
口
ま
で
、
低
水
位
以
下
四
．
五
ｍ
ま
で
の

深
浅
測
量
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

四
．
木
曽
三
川
の
水
位
観
測
の

　
　
は
じ
ま
り

　
水
系
の
各
量
水
標
の
零
点
高
と
、
水
系
の
河
口
に
設
置
し

た
基
準
原
点
と
は
、
互
い
に
関
連
付
け
ら
れ
て
お
り
、
各
量

れ
い

ま 

か
い

が
ん
じ
ま

し
ん
ま
さ
な
り

い
な

べ

か
お
る

ひ

わ
らな

り

と

よ
こ 

ま 

く
ら

写真１:木曽川文庫に展示されている２枚の計画図の展示状況（木曽川文庫）

図２:明治改修時の量水標位置図 (『岐阜県治水史下巻』と『木曽三川改修計画縦断面図』より作成 )

引用文献:①岐阜県治水史下巻／②木曽三川改修計画縦断面図
注１）明治13年11月にオランダから到着した自記水位計が設置
された可能性が高い。

写真２:吉之丸水位観測所

<出典 :木曽川下流河川事務所蔵 >

図１:東京湾平均潮位と各水位基準

<出典 :『河川・水路・港湾の基準面について』>
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一
．
水
位
観
測
の
は
じ
ま
り

　
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
十
一
月
、
わ
が
国
最
初
の
治

水
政
策
で
あ
る
『
治
水
策
要
領
』
に
、
あ
る
基
準
か
ら
の

水
面
の
高
さ
（
水
位
）
を
測
る
た
め
、
量
水
標
（
水
位
目

盛
）
の
設
置
と
測
量
の
実
施
が
記
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
川
岸
に
垂
直
に
立
つ
目
盛
（
水
位
目
盛
）
を
付
け
た
支

柱
を
量
水
標
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
観
測
し
て
い
る
場

所
ご
と
に
高
さ
の
基
準
と
な
る
水
位
を
ゼ
ロ
と
す
る
点

（
零
点
高
）
を
決
め
、
設
置
位
置
の
水
位
を
計
測
す
る
器

具
で
す
。

　
河
川
改
修
計
画
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
複
数
箇
所
の

河
川
水
位
を
計
測
し
、
関
係
性
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
全
て
の
観
測
箇
所
の
基
準
と
な
る
点

（
水
準
原
標
）
を
定
め
観
測
場
所
ご
と
に
高
さ
を
計
測

（
水
準
測
量
）
し
、
水
準
原
標
と
比
較
す
る
こ
と
で
高
さ

の
関
係
性
を
把
握
し
て
い
ま
す
。

　
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
ド
ー
ル
ン
と
共
に
来
日
し

た
リ
ン
ド
は
、
利
根
川
筋
と
江
戸
川
筋
に
量
水
標
を
設
置

し
て
水
位
観
測
を
開
始
し
ま
し
た
。
同
時
に
リ
ン
ド
は
水

準
測
量
を
行
い
、
水
準
測
量
の
原
点
と
し
て
利
根
川
河
口

銚
子
の
飯
沼
観
音
（
圓
福
寺
）
内
に
設
置
し
た
飯
沼
水
準

原
標
石
を
基
準
と
し
て
、
飯
沼
量
水
標
の
零
点
高
を
日
本

水
位
尺
（J

a
p

a
n

P
e
il

）
と
名
付
け
ま
し
た
。P

e
il

は
、

「
水
準
線
」
や
「
基
準
」
な
ど
を
意
味
す
る
オ
ラ
ン
ダ
語

で
す
。

　
次
に
、
浦
安
市
堀
江
の
清
滝
神
社
に
堀
江
水
準
標
石
を

設
置
し
、
こ
の
基
準
面
か
ら
堀
江
（
江
戸
川
河
口
）
量
水

標
の
零
点
高
を
「Y

e
d
o
g
a
w

a
 

P
e
il

」
（Y

.P
.

）
と
名
付

け
、
利
根
川
や
江
戸
川
の
基
準
面
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
六
月
に
は
、
隅
田
川
河
口
霊

岸
島
（
明
治
時
代
は
荒
川
の
河
口
）
に
量
水
標
を
設
置

し
、
こ
の
量
水
標
の
零
点
高
を
荒
川
基
本
水
準
面A

.P
.

（A
ra

k
a
w

a
 P

e
il

）
と
名
付
け
ま
し
た
。

二
．
全
国
の
高
さ
の
基
準

　
　
（
日
本
水
準
原
点
）

　
霊
岸
島
で
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
か
ら
約
六
年
間
観
測

さ
れ
た
量
水
標
の
値
か
ら
、
日
本
全
国
の
土
地
の
標
高
の
基

準
で
あ
る
東
京
湾
平
均
海
面T

.P
.

（T
o
k
yo

 
P

e
il

：
東
京
湾

中
等
潮
位
）
が
、
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
にA

.P
.

よ
り

1
.1
3

4
4

m

高
く
（A

.P
.=T

.P
.-1

.1
3

4
4

m

）
決
め
ら
れ
ま

し
た
。

　
こ
の
東
京
湾
の
平
均
海
面
（T

.P
.

）
を
地
上
に
固
定
す
る

た
め
、
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
に
日
本
水
準
原
点

が
、
千
代
田
区
永
田
町
の
憲
政
会
館
構
内
に
設
置
さ
れ
ま
し

た
。

　
設
置
当
初
、
水
準
原
点
の
標
高
はT

.P
.+2

4
.5

0
0

0
m

で

し
た
が
、
関
東
大
震
災
や
東
日
本
大
震
災
を
経
て
、
現
在
は

T
.P

.+2
4

.3
9

0
0

m

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
説
明

し
た
高
さ
の
関
係
を
図
１
に
示
し
ま
す
。

三
．
河
川
改
修
の
た
め
の

　
　
水
準
測
量

　
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
五
月
中
旬
、
明
治
改
修
で
最
初

の
測
量
が
現
稲
沢
市
祖
父
江
町
馬
飼
で
開
始
さ
れ
、
明
治
七

（
一
八
七
四
）
年
暮
れ
、
ま
た
は
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
初

春
に
は
改
修
区
域
の
全
測
量
が
完
了
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
起
き
た
内
務
省
の

製
図
場
か
ら
の
出
火
に
よ
り
、
リ
ン
ド
に
よ
る
利
根
川
や
木

標
高
を
プ
ロ
ッ
ト
し
た
縦
断
図
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
縦
断
図
に
は
八
ヶ
所
の
量
水
標
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
、
最
上
流
の
一
ヶ
所
は
「M

O
R

IS
H

IT
A

 
P

」

と
書
か
れ
て
お
り
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
政
府
が
最

初
に
設
置
し
た
森
下
量
水
標
で
、
そ
れ
以
外
の
横
満
蔵
、
油

島
な
ど
の
七
ヶ
所
は
デ
・
レ
イ
ケ
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
量

水
標
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
『
計
画
図
Ａ
』
を
忠
実
に
ト
レ
ー
ス
し
て
見
や
す
く
し
た

平
面
図
（
図
２
）
中
の
量
水
標
は
、
明
治
政
府
が
設
置
し
た

九
ヶ
所
（
赤
丸
）
と
吉
之
丸
水
位
観
測
所
（
水
色
丸
）
、
ま

た
デ
・
レ
イ
ケ
が
設
置
し
た
七
ヶ
所
（
黒
丸
）
を
記
載
し
た

も
の
で
す
。

　
な
お
同
図
は
、
『
計
画
図
Ａ
』
を
見
や
す
く
す
る
た
め
鮮

明
に
書
き
直
し
て
お
り
、
旧
河
道
を
薄
い
水
色
、
新
河
道
を

濃
い
水
色
、
廃
川
を
緑
色
で
区
別
し
、
新
設
予
定
堤
防
を
赤

色
で
着
色
し
て
い
る
他
、
鉄
道
・
国
道
な
ど
も
記
載
し
て
い

ま
す
。

五
．
木
曽
川
の
高
さ
の
基
準

　
　
（
工
事
基
準
面(

Ｏ
．
Ｐ
．)

）

　
木
曽
川
で
も
量
水
標
に
よ
る
水
位
観
測
は
明
治
六

（
一
八
七
三
）
年
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
木
曽
川
の

水
標
の
値
か
ら
水
表
面
の
高
さ
の
変
化
が
分
か
り
ま
す
。

　
河
川
工
事
は
水
中
の
仕
事
が
多
い
た
め
、
水
系
の
河
口
近

く
に
高
さ
の
基
準
を
決
め
、
そ
の
基
準
面
か
ら
地
表
の
凹
凸

や
川
の
横
断
面
等
を
表
示
す
る
の
が
便
利
で
す
。
前
述
の

Y
.P

.

やA
.P

.

も
水
系
固
有
の
高
さ
の
基
準
で
あ
り
、
木
曽
川

水
系
で
も
固
有
の
基
準O

.P
.

（O
w

a
riw

a
n

P
e
il

）
が
決

め
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
項
で
説
明
し
ま

す
。

　
量
水
標
の
設
置
に
関
し
て
は
、
デ
・
レ
イ
ケ
の
来
日
よ
り

約
五
ヶ
月
も
早
い
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
四
月
中
旬
、
井

上
馨
が
岐
阜
県
へ
「
土
木
寮
官
員
が
量
水
標
設
置
に
出
張
す

る
の
で
、
川
に
詳
し
い
者
を
同
行
さ
せ
よ
」
と
通
知
を
し
て

い
ま
す
。

　
木
曽
川
筋
の
最
初
の
量
水
標
は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）

年
五
月
十
三
日
の
海
西
郡
日
原
村
を
始
め
、
海
西
郡
森
下

村
、
中
島
郡
駒
塚
村
、
海
西
郡
成
戸
村
の
後
、
五
月
三
十
日

に
羽
栗
郡
田
代
村
ま
で
、
合
計
五
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
ま
し

た
。

　
ま
た
、
長
良
川
筋
で
は
、
五
月
二
十
九
日
に
羽
栗
郡
本
郷

村
と
六
月
三
日
に
本
巣
郡
前
野
村
（
改
修
工
事
で
河
川
敷
と

な
る
）
の
二
ヶ
所
、
合
計
九
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
、
揖
斐
川
筋

で
は
、
五
月
二
十
日
に
安
八
郡
今
尾
村
と
六
月
八
日
に
安
八

郡
津
村
の
二
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
量
水
標
の

水
位
は
、
昼
夜
を
通
し
て
一
時
間
ご
と
に
観
測
さ
れ
ま
し

た
。

　
そ
の
後
、
揖
斐
川
河
口
部
の
潮
位
と
量
水
標
と
の
関
係
を

調
べ
る
た
め
、
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
十
一
月
に
オ
ラ

ン
ダ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
自
記
水
位
計
が
揖
斐
川
右
岸
の
桑
名

市
吉
之
丸
（
現
在
は
廃
止
）
に
設
置
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、

桑
名
派
出
所
の
直
轄
で
観
測
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
２
）
。

　
な
お
、
デ
・
レ
イ
ケ
は
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
四
月

に
提
出
し
た
『
木
曽
川
下
流
概
説
書
』
に
、
「
既
に
建
設
し

て
経
験
す
る
量
水
標
の
外
に
、
な
お
若
干
を
設
け
ざ
る
可
か

ら
ず
。
」
と
記
し
、
さ
ら
な
る
量
水
標
の
設
置
に
つ
い
て
触

れ
て
い
ま
す
。

　
木
曽
川
文
庫
に
は
、
も
う
一
枚
の
同
名
の
『
木
曽
三
川
改

修
計
画
図
』
（
『
計
画
図
Ｂ
』
と
記
す
）
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
図
面
は
、 

上
半
分
に
木
曽
川
の
低
水
路
を
直
線

で
描
い
た
低
水
路
幅
員
図
、
下
半
分
に
は
低
水
路
位
置
で
の

工
事
基
準
面O

.P
.

（O
w

a
riw

a
n

P
e
il

、
淀
川
の
工
事

基
準
面O

s
a
k
a
 P

e
il

と
同
じ
略
字
）
が
い
つ
頃
、
ど
こ
の

観
測
所
で
、
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
高
さ
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
か
は
不
明
で
し
た
。

　
木
曽
川
の
工
事
基
準
面
（O

.P
.

）
に
関
し
て
は
、
大
正

初
期
の
名
著
『
君
島
大
測
量
学
』
の
下
巻
が
「
仮
定
の
基

準
面
と
し
て
例
え
ば
、
木
曽
川
のO

.P
.

、
利
根
川
のY

.P
.

　
愛
知
県
愛
西
市
に
あ
る
「
木
曽
川
文
庫
」
に
、
デ
・

レ
イ
ケ
が
書
い
た
と
さ
れ
る
二
枚
の
大
き
な
「
木
曽
三

川
改
修
計
画
図
」
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
１
）。

平
面
図
が
描
か
れ
た
一
枚
（
以
後
『
計
画
図
Ａ
』
と
記
す
）

に
は
、
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
高
水
路
や
舟
運
路

と
し
て
の
低
水
路
の
計
画
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
水
路
幅
は
「
水
位
」
や
「
流
量
」
の
知
識
に

基
づ
い
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
河
道
の
河
床
高

や
堤
防
高
は
「
あ
る
高
さ
」
を
基
準
と
し
て
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
本
号
で
は
、
木
曽
川
の
量
水
標
の
設
置
、
水
位
観
測

の
開
始
、
工
事
基
準
面
（O

.P
.

）
の
導
入
経
緯
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
と
し
、
次
号
以
降
で
流
量
に
つ
い
て
説
明

し
ま
す
。

地域と河川　第八編

流量の概念と基準水位
－明治改修計画図に見る その１－

曽
三
川
な
ど
の
測
量
図
が
焼
失
し
た
た
め
、
デ
・
レ
イ
ケ
の

提
言
に
よ
っ
て
全
改
修
地
域
の
一
／
三
〇
〇
〇
の
再
測
量
図

が
作
成
さ
れ
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
十
二
月
に
完
成

し
ま
し
た
。

　
木
曽
三
川
で
測
量
が
行
わ
れ
た
区
間
は
、

①
木
曽
川
筋
は
、
佐
屋
川
筋
と
共
に
、
現
羽
島
郡
笠
松
町
か

ら
現
桑
名
市
の
河
口
ま
で
、

②
長
良
川
筋
は
、
現
岐
阜
市
長
良
か
ら
木
曽
川
と
の
合
流
点

（
現
羽
島
市
桑
原
町
）
ま
で
、

③
揖
斐
川
筋
は
、
現
瑞
穂
市
呂
久
か
ら
河
口
ま
で
、
ま
た
、

水
門
川
は
大
垣
か
ら
、
牧
田
川
は
烏
江
か
ら
各
揖
斐
川
合
流

点
ま
で
、
で
し
た
。

　
な
お
、
改
修
区
間
内
の
輪
中
や
各
支
川
も
全
て
測
量

さ
れ
、

④
海
岸
で
は
、
現
海
部
郡
飛
島
村
新
政
成
か
ら
町
屋
川
（
員

弁
川
の
俗
称
）
河
口
ま
で
、
低
水
位
以
下
四
．
五
ｍ
ま
で
の

深
浅
測
量
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

四
．
木
曽
三
川
の
水
位
観
測
の

　
　
は
じ
ま
り

　
水
系
の
各
量
水
標
の
零
点
高
と
、
水
系
の
河
口
に
設
置
し

た
基
準
原
点
と
は
、
互
い
に
関
連
付
け
ら
れ
て
お
り
、
各
量

れ
い

ま 

か
い

が
ん
じ
ま

し
ん
ま
さ
な
り

い
な

べ

か
お
る

ひ

わ
らな

り

と

よ
こ 

ま 

く
ら

写真１:木曽川文庫に展示されている２枚の計画図の展示状況（木曽川文庫）

図２:明治改修時の量水標位置図 (『岐阜県治水史下巻』と『木曽三川改修計画縦断面図』より作成 )

引用文献:①岐阜県治水史下巻／②木曽三川改修計画縦断面図
注１）明治13年11月にオランダから到着した自記水位計が設置
された可能性が高い。

写真２:吉之丸水位観測所

<出典 :木曽川下流河川事務所蔵 >

図１:東京湾平均潮位と各水位基準

<出典 :『河川・水路・港湾の基準面について』>

歴史記録歴史記録

56



を
用
い…

」
と
記
し
て
い
ま
す
が
、
残
念
に
もO

.P
.

の

定
義
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
戦
前
に

は
原
稿
が
完
成
し
て
い
た
と
伝
わ
る
『
岐
阜
県
治
水

史
下
巻
』
に
は
、
「O

.P
.

」
を
「
伊
勢
湾
の
中
等
潮

位
」
と
記
し
て
い
ま
す
が
、
基
準
に
な
る
点
な
ど
そ
の

根
拠
は
不
明
で
す
。

　
次
項
で
は
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
当
時
の
改
修
図

面
か
ら
推
測
し
ま
し
た
。

六
．
工
事
基
準
面(
Ｏ
．Ｐ
．)

の

　
　
根
拠

　
工
事
基
準
面O

.P
.

を
決
め
た
量
水
標
観
測
所
と
し

て
は
、
『
計
画
図
Ａ
』
に
書
き
込
ま
れ
た
最
も
河
口
近

く
に
設
置
さ
れ
た
青
鷺
川
左
岸
の
横
満
蔵
水
位
観
測

所
（
量
水
標
）
が
候
補
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
実
際
に
、
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
四
月
に
開
始
し

た
明
治
改
修
工
事
は
、
こ
の
観
測
所
側
の
横
満
蔵
新
田
か

ら
下
流
の
松
蔭
新
田
地
先
に
向
か
っ
て
海
上
に
至
る
全
長

約
四
，
七
三
〇
ｍ
の
導
流
堤
建
設
か
ら
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
な
お
、
青
鷺
川
は
「
七
里
の
渡
し
」
の
航
路
で
し
た

が
、
改
修
工
事
で
廃
川
と
な
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、
『
計
画
図
Ａ
』
を
元
に
し
た
図
２
で
最
も
下
流

の
横
満
蔵
量
水
標
付
近
を
拡
大
し
た
図
（
以
下
、
図
３
）

で
見
る
と
、
青
鷺
川
へ
の
分
派
締
切
地
点
の
測
線
№
４

（
現
在
の
国
道
23
号
線
を
示
す
茶
色
線
で
見
に
く
い
が
国

道
の
す
ぐ
右
）
に
、
黒
字
でL

.W
+
0

.0
5

0

、
赤
字
で

L
.W

+
0

.0
3

0

と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
測
線
№
４
の
直
下

流
の
青
鷺
川
左
岸
に
、
横
満
蔵
量
水
標
（
赤
丸
印
地
点
）

の
測
線
番
号
「1

7
3

」
と
「O

.P
.=

L
W

」
と
記
し
て
あ

り
、
こ
の
表
示
は
「
こ
の
位
置
で
の
低
水
位
（L

W

、

L
o

w
W

a
te

r

）
が
工
事
基
準
面O

.P
.

の
零
点
高
で
あ

る
」
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
横
満
蔵
量
水

標
の
位
置
で
の
低
水
位
（L

o
w

W
a

te
r

）
をO

.P
.

（O
w

a
ri 

P
e
il

）
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
横
満
蔵

量
水
標
が
、
木
曽
川
明
治
改
修
工
事
の
高
さ
の
基
準
で
あ

るO
.P

.

の
基
準
の
高
さ
と
推
察
す
る
理
由
で
す
。

　
今
ま
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
横
満
蔵
量
水
標
がO

.P
.

の

基
準
と
な
っ
た
と
推
察
で
き
ま
す
が
、
さ
ら
に
、
横
満
蔵

観
測
所
で
の
量
水
標
零
点
高
と
水
深
の
関
係
を
『
計
画
図

Ｂ
』
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
図
面
に
記
さ
れ
た
数
値
の
単
位
は
何
で

し
ょ
う
か
。
『
計
画
図
Ｂ
』
の
上
半
分
に
描
か
れ
た
低
水

路
平
面
図
（
図
４
）
で
、
測
線
№
４
のH

W

の
計
画
高
水

路
幅b

が2
4
1
5

ft

と
記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
下
流
（
右

側
）
の
測
線
№
４
付
近
の
表
記
は
、L

W

の
計
画
低
水
路

幅b

が9
0

0
f
t

と
記
し
、
水
深y

=
5

.0

と
平
均
流
速

v
=
2

.0

に
も
「
〃
」
と
書
か
れ
、ft

で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
横
満
蔵
量
水
標
地
点
の
低
水
路
の
水
深
が

5
.0

f
t

で
あ

る
こ
と
を
示

し

て

い

ま

す
。
な
お
、

単
位
「f

t

」

の
意
味
に
つ

い
て
は
次
号

で
解
説
し
ま

す
。

　
図
５
は
、

『

計

画

図

Ｂ
』
の
下
半

分
に
描
か
れ

た
横
満
蔵
量

水
標
地
点
の

縦
断
図
で
す
。
大
き
な
矢
印
で
示
し
た
の
が
横
満
蔵
量
水

標
の
位
置
で
、
右
側
が
下
流
、
左
が
上
流
で
す
。

　
一
番
下
の
赤
色
の
線
は
「
新
河
道
底
面
」(B

o
tto

m
 

N
e
w

R
iv

e
r)

、
つ
ま
り
計
画
河
床
で
す
。
そ
こ
か
ら
水

深5
.0

ft

上
の
中
央
の
青
線
に
「L

W

線
」
と
記
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
低
水
位
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
な
お
、
一
番
上
の
青
線
は
、
「
新
河
道
の
最
大
洪
水
水

位
」
（H

ig
h

e
s
t F

lo
o
d

 in
 N

e
w

 R
iv

e
r

）
を
示
し
て

い
ま
す
。

　
横
満
蔵
量
水
標
の
ゼ
ロ
点
は
、
「
新
河
道
底
面
」
の
少

し
上
に
位
置
し
て
お
り
、
ゼ
ロ
点
の
側
に
赤
字
で4

.6
X

X

（X

は
図
か
ら
読
み
取
り
不
能
の
数
値
）
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
つ
ま
り
、
〝
量
水
標
の
ゼ
ロ
点
を
基
準
と
す
る
高
さ
〟

か
ら
、4

.6
X

X

だ
け
下
が
っ
た
位
置
で
あ
る
こ
と
を
記
し

て
お
り
、
横
満
蔵
観
測
地
点
で
の
低
水
位L

W

を
、
工
事

基
準
面O

.P
.

の
高
さ
と
決
め
て
い
る
か
ら
で
す
。

青
の
「L

W
線
」
が
横
満
蔵
量
水
標
と
交
わ
る
高
さ

（4
.6

X
X

）
が
木
曽
川
の
工
事
基
準
面O

.P
.

で
あ
り
、
量

水
標
の
零
点
高
はO

.P
.-4

.6
X

X

と
い
う
こ
と
で
す
。

七
．
お
わ
り
に

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、O

.P
.

は
横
満
蔵
量
水
標
を
基
準

と
し
て
決
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
木
曽
川
の
工
事
基
準

面O
.P

. (O
w

a
riw

a
n

 P
e
il)

が
、
明
治
改
修
工
事
開
始
点

の
横
満
蔵
水
位
観
測
所
の
量
水
標
の
低
水
位
（
河
床
か
ら

5
ft

の
深
さ
）
の
高
さ
と
し
て
決
め
ら
れ
た
と
推
測
し
ま

し
た
。

　
な
お
図
５
に
は
、
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
五

月
、
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
七
月
、
明
治
十
八

（
一
八
八
五
）
年
七
月
の
洪
水
痕
跡
線
が
描
き
加
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、O

.P
.

とT
.P

.

と
の
関
係
は
『
木
曽
川
下
流
改
修
増

補
工
事
便
覧
』
の
導
流
堤
石
堤
断
面
図
に
よ
る
と
、O

.P
.

＝T
.P

.-
0

.6
1
4

5
m

と
な
っ
て
い
ま
す
。

工
事
基
準
面O

.P
.

（O
w

a
riw

a
n

P
e
il

、
淀
川
の
工
事

基
準
面O

s
a
k
a
 P

e
il

と
同
じ
略
字
）
が
い
つ
頃
、
ど
こ
の

観
測
所
で
、
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
高
さ
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
か
は
不
明
で
し
た
。

　
木
曽
川
の
工
事
基
準
面
（O

.P
.

）
に
関
し
て
は
、
大
正

初
期
の
名
著
『
君
島
大
測
量
学
』
の
下
巻
が
「
仮
定
の
基

準
面
と
し
て
例
え
ば
、
木
曽
川
のO

.P
.

、
利
根
川
のY

.P
.

曽
三
川
な
ど
の
測
量
図
が
焼
失
し
た
た
め
、
デ
・
レ
イ
ケ
の

提
言
に
よ
っ
て
全
改
修
地
域
の
一
／
三
〇
〇
〇
の
再
測
量
図

が
作
成
さ
れ
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
十
二
月
に
完
成

し
ま
し
た
。

　
木
曽
三
川
で
測
量
が
行
わ
れ
た
区
間
は
、

①
木
曽
川
筋
は
、
佐
屋
川
筋
と
共
に
、
現
羽
島
郡
笠
松
町
か

ら
現
桑
名
市
の
河
口
ま
で
、

②
長
良
川
筋
は
、
現
岐
阜
市
長
良
か
ら
木
曽
川
と
の
合
流
点

（
現
羽
島
市
桑
原
町
）
ま
で
、

③
揖
斐
川
筋
は
、
現
瑞
穂
市
呂
久
か
ら
河
口
ま
で
、
ま
た
、

水
門
川
は
大
垣
か
ら
、
牧
田
川
は
烏
江
か
ら
各
揖
斐
川
合
流

点
ま
で
、
で
し
た
。

　
な
お
、
改
修
区
間
内
の
輪
中
や
各
支
川
も
全
て
測
量

さ
れ
、

④
海
岸
で
は
、
現
海
部
郡
飛
島
村
新
政
成
か
ら
町
屋
川
（
員

弁
川
の
俗
称
）
河
口
ま
で
、
低
水
位
以
下
四
．
五
ｍ
ま
で
の

深
浅
測
量
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

四
．
木
曽
三
川
の
水
位
観
測
の

　
　
は
じ
ま
り

　
水
系
の
各
量
水
標
の
零
点
高
と
、
水
系
の
河
口
に
設
置
し

た
基
準
原
点
と
は
、
互
い
に
関
連
付
け
ら
れ
て
お
り
、
各
量

■
参
考
資
料

　
『
基
本
高
水
の
制
度
化
に
関
す
る
歴
史
研
究
』

中
村
晋
一
郎
　
学
位
論
文
　
二
〇
一
四
年

　
『
エ
ン
ジ
ニ
ア
ー
　
治
水
懐
古
座
談
会
』

都
市
工
学
社
発
行
　
昭
和
五
年

　
『
岐
阜
県
治
水
史
下
巻
』

岐
阜
県
　
昭
和
二
十
八
年

　
『
君
島
大
測
量
学
下
巻
』

君
島
八
郎
　
丸
善
株
式
会
社
　
大
正
三
年

　
『
木
曽
川
下
流
改
修
増
補
工
事
便
覧
』作

成
年
月
不
明

あ
お
さ
ぎ

図４:横満蔵の測線 No.４で y=5.0ftでの v=2.0、

b=900ftと記している。(『計画図Ｂ』より拡大 )

図３:横満蔵の平面図 (『計画図Ａ』より拡大 )

図５:横満蔵量水標周辺に書き込まれた各種数値

(『計画図Ｂ』より拡大 )
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現
在
の
木
曽
川
は
、
山
間
の
谷
が
濃
尾
平
野
に
広
が

る
犬
山
か
ら
伊
勢
湾
へ
注
ぐ
河
口
ま
で
、
高
い
堤
防
と

堤
防
の
間
の
一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
い
て
、
木

曽
川
の
堤
内
地
を
流
れ
る
中
小
河
川
と
の
つ
な
が
り

は
、
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
姿
は
、
江
戸
初
期

以
降
の
堤
防
改
修
な
ど
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
き
た

も
の
で
、
そ
れ
以
前
の
木
曽
川
の
流
れ
は
か
な
り
広
範

囲
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　
時
代
に
よ
っ
て
主
要
な
流
れ
は
遷
り
変
わ
っ
て
い
ま

す
が
、
か
つ
て
の
木
曽
川
の
流
れ
の
名
残
り
と
そ
の
川

筋
が
現
在
の
中
小
河
川
に
な
っ
て
い
く
経
過
を
、
旧
版

地
形
図
な
ど
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

一
．
か
つ
て
の
木
曽
川

　
　
本
流
と
派
川

　
木
曽
三
川
の
変
遷
を
示
し
た
図
で
は
、
現
在
の
木

曽
川
の
位
置
よ
り
も
北
側
に
か
つ
て
の
本
流
が
あ

り
、
南
側
に
派
川
の
一
之
枝
川
、
二
之
枝
川
、
三
之

枝
川
と
黒
田
川
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
一
之
枝
川
の

東
に
そ
の
分
流
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
派
川
の
分
派
す

る
あ
た
り
は
扇
状
地
で
、
派
川
の
旧
河
道
は
浸
食
地

形
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
下
流
で
は
自
然
堤
防
が

発
達
し
て
い
て
、
明
治
時
代
の
地
形
図
で
そ
の
経
路

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
図
ー
１
）

　
天
正
十
四
（
一
五
八
六
）
年
の
洪
水
の
前
に
は
、

木
曽
川
本
流
は
境
川
の
経
路
で
墨
俣
へ
向
か
い
、
現

在
の
長
良
川
に
沿
い
南
流
し
て
高
須
輪
中
の
大
江
川

の
と
こ
ろ
へ
流
れ
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
が
、
洪
水
後
に
笠
松

を
通
り
起
へ
至
る
よ
う
に
な
り
、
慶
長
十
三
（
一
六
〇
八
）

年
か
ら
の
派
川
締
切
り
ま
で

は
、
起
か
ら
は
小
信
川
と
な

り
東
へ
向
き
を
変
え
て
三
之

枝
川
と
合
流
し
、
津
島
か
ら

現
在
の
木
曽
川
の
下
流
へ
流

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
小
信

川
締
切
り
の
際
に
人
柱
を
立

て
た
話
が
そ
の
地
域
に
伝
わ

り
、
起
の
南
東
に
約
五
百
ｍ

の
間
隔
で
東
の
天
神
社
と
西

の
天
神
神
社
が
残
る
美
濃
路

の
天
神
の
渡
し
跡
が
、
か
つ

て
の
流
れ
を
た
ど
る
手
が
か

り
に
な
り
ま
す
。（
図
ー
２
）

　
派
川
が
締
切
ら
れ
た
後
の

江
戸
時
代
前
半
に
は
、
一
之

枝
川
は
現
在
の
青
木
川
・
五

条
川
下
流
と
な
り
、
そ
の
分

流
は
岩
倉
を
通
る
五
条
川
の

中
流
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

二
之
枝
川
は
般
若
川
・
大
江

川
・
三
宅
川
と
な
り
、
津
島

の
か
つ
て
の
津
島
川
（
天
王
川
）
を
経
由
し
て
木
曽
川
の
派

川
で
あ
っ
た
佐
屋
川
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
三
之
枝
川

は
日
光
川
の
上
流
、
足
立
川
と
な
り
、
津
島
の
北
で
三
宅
川

と
合
流
し
て
い
ま
し
た
。

　
古
代
の
広
野
河
事
件
と
い
う
出
来
事
が
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
当
時
の
本
流
と
尾
張
側
の
川
と
が
分
か
れ
る
前
渡
の

付
近
と
考
え
ら
れ
る
地
点
で
、
本
流
側
が
土
砂
の
堆
積
で

閉
塞
し
て
尾
張
側
に
多
く
の
洪
水
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
、
貞
観
八
（
八
六
六
）
年
尾
張
の
国
司
が

太
政
官
の
許
し
を
得
て
、
郡
司
が
本
流
を
掘
り
開
く
工
事
を

お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
美
濃
国
各
務
郡
の
大
領
が
兵
衆
歩
騎

七
百
余
を
率
い
て
こ
れ
を
襲
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。
そ

の
百
年
ほ
ど
前
、
神
護
景
雲
三
（
七
六
九
）
年
の
出
水
で
は
、

「
鵜
沼
川
の
洪
水
が
尾
張
三
郡
に
被
害
を
与
え
、
尾
張
の
国

府
、
国
分
二
寺
へ
の
被
害
が
懸
念
さ
れ
た
」
、
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
広
野
河
事
件
の
時
代
で
も
、
当
時
の
本
流

の
他
に
、
国
府
な
ど
が
沿
岸
に
あ
っ
た
二
之
枝
川
に
木
曽
川

の
洪
水
が
多
く
分
か
れ
て
流
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
中
世
に
は
、
本
流
の
境
川
沿
い
の
川
手
に
は
美
濃
国
守

護
土
岐
氏
の
本
拠
地
川
手
城
が
あ
り
ま
し
た
。
荒
田
川
と
の

間
の
水
運
の
便
の
良
い
場
所
で
、
文
和
二
（
一
三
五
三
）
年

に
築
城
さ
れ
、
そ
の
城
下
町
は
、
信
長
の
時
代
に
岐
阜
町
に

移
る
ま
で
約
二
百
年
繁
栄
し
ま
す
。
尾
張
側
で
は
、
二
之
枝

川
の
沿
岸
に
真
清
田
神
社
、妙
興
寺
、尾
張
大
國
霊
神
社
（
国

府
宮
）、
長
福
寺
な
ど
の
歴
史
の
あ
る
神
社
や
寺
院
が
あ
り
、

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
旧
本
流
の
ほ
か
二
之
枝
川
が
主

要
な
流
れ
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。（
図
ー
３
）

二
．
二
之
枝
川
下
流
の

　
　
川
筋
の
切
替
え

　
二
之
枝
川
の
下
流
は
、
現
在
の
三
宅
川
が
日
光
川
に
合
流

す
る
あ
た
り
か
ら
、
か
つ
て
南
へ
流
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
古
日
光
川
」
と
呼
び
ま
す
が
、

そ
の
流
れ
が
「
兼
平
堤
」
に
よ
っ
て
人
為
的
に
変
え
ら
れ
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
古
日
光
川
の
経
路
に
あ
た
る

津
島
市
の
「
埋
田
遺
跡
」
か
ら
は
、
河
口
の
湊
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
発
掘
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
経

路
が
善
太
川
旧
河
道
に
達
す
る
あ
た
り
に
は
「
落
合
」
の
地

名
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
三
宅
川
か
ら
南
流
し
て
い
た
流
れ
が
西
の
津
島
へ
向
か

う
に
は
、
そ
の
流
れ
を
遮
断
し
て
堤
防
に
沿
わ
せ

て
西
へ
向
わ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
愛
西
市
の

日
光
川
の
西
側
で
は
、「
古
堤
」
を
含
ん
だ
名
称
の

小
字
が
、
細
長
く
約
二
千
ｍ
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い

ま
す
。
そ
こ
に
は
江
戸
時
代
の
上
街
道
が
田
面
か

ら
三
ｍ
ほ
ど
の
高
さ
で
通
っ
て
い
て
、
堤
防
の
機
能

が
不
要
と
な
っ
て
既
に
二
百
年
以
上
を
経
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
が
兼
平
堤
の
跡
で
す
。
こ
の
堤
防
に

よ
っ
て
二
之
枝
川
の
流
れ
が
津
島
に
向
か
い
、
津

島
川
の
水
量
を
増
し
て
川
湊
と
し
て
の
繁
栄
に
つ

な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
兼
平
堤
が
築
か
れ
た
時
期
を
知
る
手
が
か

り
が
他
の
場
所
に
あ
り
ま
す
。
西
三
河
の
岡
崎
市

に
「
六
名
堤
」
と
呼
ば
れ
た
乙
川
の
堤
防
が
あ
り
、

応
永
六
（
一
三
九
九
）
年
の
少
し
前
に
築
か
れ
、
乙

川
の
流
れ
を
大
き
く
変
え
た
こ
と
が
記
録
に
残
り

ま
す
。
南
へ
向
か
う
乙
川
の
浅
い
谷
を
堤
防
で
締

切
り
、
丘
陵
を
開
削
し
て
西
の
矢
作
川
に
合
流
さ

せ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
三
河
国
守
護
は
一
色

詮
範
で
、
後
に
、
兼
平
堤
が
所
在
す
る
海
東
郡
の

分
郡
守
護
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

名
古
屋
市
北
部
か
ら
北
名
古
屋
市
の
五
条
川
に
か

け
て
の
「
武
衛
堤
」
の
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
室
町
幕

府
の
管
領
を
勤
め
た
斯
波
義
重
が
築
い
た
と
さ
れ
、
後
に

守
護
所
と
な
る
清
須
の
東
側
の
広
大
な
後
背
湿
地
へ
入
る

東
か
ら
の
流
れ
を
庄
内
川
へ
向
か
わ
せ
る
も
の
で
す
。
斯
波

義
重
は
応
永
七
（
一
四
〇
〇
）
年
に
尾
張
国
守
護
に
な
り
、

こ
の
地
域
の
開
発
を
考
え
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
時
期
は
、
室
町
幕
府
第
三
代
将
軍
足
利
義
満
が
南

北
朝
の
合
一
を
果
た
し
た
後
、
北
山
殿
と
し
て
権
勢
を
揮
っ

た
頃
で
し
た
。
応
永
十
五
（
一
四
〇
八
）
年
に
義
満
が
死
去

す
る
ま
で
は
幕
府
の
支
配
力
が
安
定
し
て
い
て
、
地
方
で
の

水
田
の
開
発
や
舟
運
の
た
め
の
川
の
流
れ
を
変
え
る
工
事

も
実
行
し
得
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
一
色
詮
範
と

斯
波
義
重
は
と
も
に
足
利
一
門
で
幕
府
の
重
要
な
人
物
で
し

た
か
ら
、
一
色
詮
範
が
守
護
と
な
っ
た
海
東
郡
の
兼
平
堤
も
、

幕
府
の
意
向
で
同
じ
時
期
に
築
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
で
き
ま
す
。

　
兼
平
堤
が
築
か
れ
て
津
島
が
繁
栄
し
、
百
年
ほ
ど
す
る

と
信
長
の
家
系
の
織
田
弾
正
忠
家
が
三
宅
川
沿
い
の
勝
幡

城
に
あ
っ
て
津
島
を
支
配
下
に
置
き
、
こ
れ
を
経
済
的
基
盤

と
し
て
尾
張
統
一
に
進
ん
で
い
き
ま
す
。

三
．
天
正
の
木
曽
川
本
流
の

　
　
移
動
と
慶
長
の
派
川
締
切
り

　
天
正
十
四
（
一
五
八
六
）
年
六
月
の
洪
水
に
よ
っ
て
、
木

曽
川
の
本
流
が
お
よ
そ
現
在
の
位
置
と
な
り
ま
す
。
文
禄
二

（
一
五
九
三
）
年
に
な
り
秀
吉
は
尾
張
復
興
策
の
遂
行
を
指

導
し
、
翌
年
築
堤
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
江
戸

時
代
に
な
り
、
慶
長
六
（
一
六
〇
一
）
年
に
は
美
濃
側
に
小

堤
が
築
か
れ
、
尾
張
側
で
は
慶
長
十
三
～
十
四
（
一
六
〇
八

～
一
六
〇
九
）
年
に
伊
奈
忠
次
に
よ
り
一
之
枝
川
、二
之
枝
川
、

三
之
枝
川
、
黒
田
川
、
小
信
川
な
ど
の
派
川
が
締
切
ら
れ
ま

す
。
派
川
の
締
切
り
は
、
当
時
盛
ん
に
伐
り
出
さ
れ
て
い
た

木
曽
山
、
飛
騨
山
の
木
材
を
流
送
す
る
た
め
の
木
曽
川
一
本

化
の
必
要
性
が
主
な
理
由
と
考
え
ら
れ
、
締
切
り
と
と
も
に

用
水
の
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

　
水
田
用
水
の
供
給
の
た
め
、
上
流
で
は
二
之
枝
川
締
切
り

地
点
に
般
若
杁
、
下
流
で
は
大
野
杁
を
築
造
し
ま
す
。
般
若

杁
か
ら
は
一
之
枝
川
を
水
源
と
し
て
い
た
青
木
川
・
五
条
川

に
連
結
す
る
般
若
用
水
を
開
削
し
ま
す
。
大
野
杁
か
ら
は
二

之
枝
川
の
大
江
川
（
大
江
用
水
）
に
連
結
し
ま
す
が
、
そ
の

後
取
水
不
能
と
な
り
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年
宮
田
杁
を
築

造
し
て
、そ
こ
か
ら
水
路
を
つ
な
ぎ
、寛
永
十
九
（
一
六
四
二
）

年
に
は
宮
田
東
杁
を
増
設
し
ま
す
。
般
若
杁
は
元
文
五
（
一

七
四
〇
）
年
取
水
不
能
と
な
り
、
木
津
用
水
が
取
水
す
る
木

津
元
杁
か
ら
分
水
を
受
け
ま
す
が
用
水
が
不
足
し
た
た
め
、

寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
宮
田
東
杁
の
下
流
か
ら
分
水
し
、

新
水
路
を
開
削
し
て
般
若
用
水
に
連
結
し
ま
す
。
こ
れ
が

新
般
若
用
水
と
呼
ば
れ
る
用
水
で
、
こ
の
地
域
の
取
水
は
宮

田
地
点
に
集
中
し
ま
す
。
ま
た
一
之
枝
川
分
流
へ
は
慶
安
三

（
一
六
五
〇
）
年
の
木
津
用
水
の
開
削
後
、
こ
の
用
水
か
ら
分

水
す
る
五
条
川
用
水
が
開
削
さ
れ
ま
す
。（
図
ー
４
）

四
．
名
残
り
の
川
筋
の
そ
の
後

　
美
濃
側
の
旧
本
流
の
沿
岸
で
は
、
宝
暦
四
～
五
（
一
七
五

四
～
一
七
五
五
）
年
の
宝
暦
治
水
を
経
て
、
明
治
二
十
（
一

八
八
七
）
年
か
ら
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
に
か
け
て
の
木

曽
川
下
流
改
修
に
よ
っ
て
、
河
口
か
ら
木
曽
川
と
長
良
川
の

合
流
点
付
近
ま
で
河
道
が
整
理
さ
れ
ま
し
た
が
、
旧
本
流

の
境
川
周
辺
で
は
輪
中
単
位
の
狭
い
範
囲
の
水
利
形
態
に

よ
っ
て
抜
本
的
な
治
水
工
事
は
お
こ
な
わ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
か
ら
の
木
曽
川
上
流
改
修
が

進
め
ら
れ
る
際
に
、
岐
阜
県
内
支
派
川
の
改
修
に
つ
い
て
の

要
望
が
関
係
地
域
か
ら
出
さ
れ
、
輪
中
間
、
上
下
流
の
対
立

を
越
え
た
地
域
連
合
の
陳
情
の
後
、
岐
阜
県
の
支
派
川
改

修
に
対
す
る
直
轄
改
修
費
か
ら
の
国
庫
補
助
が
昭
和
三
（
一

九
二
八
）
年
に
認
め
ら
れ
、
補
助
河
川
改
修
の
先
駆
け
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
に
制
定
さ
れ
た
用
排
水
改
良

事
業
補
助
要
項
に
基
づ
く
県
の
用
排
水
幹
線
改
良
事
業
へ

の
国
庫
補
助
も
合
わ
せ
て
、
境
川
放
水
路
、
荒
田
川
放
水
路

の
建
設
、
論
田
川
の
延
長
、
境
川
、
荒
田
川
の
改
修
が
昭
和

九
（
一
九
三
四
）
年
ま
で
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。（
図
ー
５
）

　
尾
張
側
で
の
江
戸
時
代
中
頃
か
ら
の
治
水
の
課
題
は
、
河

川
の
固
定
化
が
も
た
ら
す
砂
礫
の
堆
積
、
河
床
の
上
昇
が
天

井
川
の
進
行
を
招
く
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
耕
地
の
排

水
不
良
と
本
川
出
水
時
の
支
川
へ
の
逆
流
へ
の
対
策
で
し

た
。
ま
た
そ
の
頃
の
背
景
と
し
て
、
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）

年
な
ど
の
大
水
害
の
発
生
と
収
穫
の
減
少
、
支
配
体
制
の
弛

み
に
よ
る
年
貢
徴
収
率
の
低
下
が
藩
財
政
の
悪
化
を
も
た

ら
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
天
明
元
（
一
七
八
一
）

年
に
は
藩
の
支
配
体
制
の
改
革
と
し
て
、
代
官
を
在
任
地

常
駐
と
し
て
地
方
支
配
を
強
化
す
る
所
付
代
官
の
制
度
と

す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
藩
財
政
立
て
直
し
と
民
力
安
定
の

た
め
治
水
工
事
、
新
田
開
発
な
ど
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
な
か
で
日
光
川
の
付
替
え
・
潮
入
化
が
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
。
日
光
川
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
寛
文
七
（
一

六
六
七
）
年
既
に
、
三
宅
川
・
津
島
川
が
佐
屋
川
の

河
床
上
昇
に
よ
る
逆
流
を
受
け
る
こ
と
か
ら
放
水
路

と
し
て
開
削
さ
れ
、
河
口
に
杁
を
伏
せ
て
蟹
江
の
海

に
注
い
で
い
ま
し
た
。
そ
の
後
上
流
域
の
湛
水
が
激

し
く
な
り
、
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
足
立
川
を
付
替

え
て
日
光
川
へ
つ
な
ぎ
、
津
島
川
を
築
留
め
、
さ
ら

に
領
内
川
を
日
光
川
に
つ
な
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
下
流

の
日
光
川
は
拡
幅
・
改
修
し
杁
を
取
り
払
っ
て
潮
入

川
と
さ
れ
ま
し
た
。
日
光
川
を
海
東
郡
の
真
ん
中
に

通
し
、
潮
入
川
と
し
た
こ
と
で
舟
運
は
盛
ん
と
な
り

ま
し
た
が
、
後
に
内
陸
で
の
高
潮
災
害
を
招
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

五
．
明
治
以
降
の
尾
張
西
部

　
　
地
域
の
治
水
対
策

　
江
戸
時
代
に
排
水
の
改
良
が
お
こ
な
わ
れ
ず
、
水
害
多

発
地
で
低
反
収
田
が
広
が
る
日
光
川
の
上
流
域
で
は
、
明
治

三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
日
光
川
改
修
組
合
が
設
立
さ
れ
、

日
光
川
、
野
府
川
の
改
修
が
着
手
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴

う
潰
地
の
分
担
を
平
等
に
す
る
た
め
、
明
治
四
十
（
一
九
〇

七
）
年
地
区
面
積
二
千
町
歩
に
及
ぶ
蘇
東
耕
地
整
理
事
業

が
発
起
さ
れ
、
そ
の
主
な
工
事
と
し
て
日
光
川
約
十
三
㎞
、

野
府
川
約
五
㎞
の
改
修
が
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
ま
で
に

実
施
さ
れ
ま
し
た
。（
図
ー
６
）

　
海
東
郡
の
低
地
で
高
い
堤
防
を
備
え
、
し
か
も
潮
位
の

影
響
を
受
け
る
日
光
川
下
流
部
で
は
高
潮
へ
の
対
策
が
不

可
欠
で
し
た
。
ま
た
、
元
々
排
水
条
件
の
悪
い
地
域
で
地
震

に
伴
う
地
盤
の
沈
降
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
地
域
の
熱
田
築

港
反
対
の
声
へ
の
対
応
も
必
要
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
知
事

は
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
に
治
水
継
続
事
業
案
を
提

案
し
ま
す
が
県
会
は
否
決
し
ま
す
。
そ
の
後
大
正
元
（
一
九

一
二
）
年
の
高
潮
災
害
を
受
け
て
、
知
事
は
日
光
川
の
樋
門

建
設
を
始
め
と
す
る
改
修
案
を
策
定
し
ま
す
が
、
県
会
で

は
修
正
可
決
と
な
っ
た
た
め
、
内
務
省
の
認
可
を
得
て
原
案

執
行
と
し
た
も
の
の
、
漁
業
者
の
反
対
な
ど
の
た
め
着
工
は

見
合
わ
せ
と
な
り
ま
し
た
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
の
高

潮
災
害
後
に
漁
業
者
へ
の
影
響
を
考
慮
し
た
計
画
で
着
工

し
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
、
蟹
江
川
合
流
点
上
流
側
に

日
光
川
樋
門
が
完
成
し
ま
す
。
し
か
し
、
高
潮
時
の
み
の
閉

鎖
と
な
り
排
水
対
策
と
し
て
の
常
時
開
閉
は
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
十
二
月
の
東
南
海
地
震
に
伴

う
地
盤
の
沈
降
に
よ
り
、
日
光
川
沿
岸
の
排
水
は
困
難
を
増

し
、
樋
門
の
常
時
開
閉
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
ま
す
。
昭
和

二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
九
月
の
上
流
域
で
の
豪
雨
災
害
を

契
機
と
し
て
、
河
口
を
締
切
り
河
口
部
水
位
の
低
下
に
よ
る

流
域
の
悪
水
放
流
を
改
善
す
る
改
修
計
画
が
策
定
さ
れ
ま

す
。
戦
後
の
水
質
の
悪
化
に
よ
る
漁
業
の
衰
退
が
あ
り
、
名

古
屋
港
の
工
業
港
整
備
に
よ
る
漁
業
権
の
滅
失
と
同
時
期

に
河
口
締
切
に
伴
う
漁
業
補
償
問
題
も
解
決
し
、
昭
和
三
十

三
（
一
九
五
八
）
年
に
河
口
水
門
が
着
工
さ
れ
、
伊
勢
湾
台

風
災
害
を
経
て
昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
に
河
口
締
切

は
完
成
し
ま
す
。

　
木
曽
川
下
流
改
修
に
伴
っ
て
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）

年
佐
屋
川
が
廃
川
と
な
り
、
筏
川
は
上
流
端
を
締
切
ら
れ

河
口
海
岸
樋
門
が
設
置
さ
れ
て
水
位
が
低
下
し
た
た
め
、
立

田
輪
中
と
佐
屋
川
廃
川
敷
の
排
水
先
、
筏
川
沿
岸
の
用
水
取

水
先
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
対
応
と
し
て
、
木
曽
川

左
岸
堤
防
に
沿
っ
て
悪
水
路
を
設
置
し
て
、明
治
三
十
五
（
一

九
〇
二
）
年
派
川
鍋
田
川
に
建
設
し
た
中
山
樋
門
か
ら
放
流

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
が
排
水
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
た
め
立
田
輪
中
は
筏
川
へ
の
落
口
樋
門
な
ど
の
施

設
整
備
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
排
水
と
用
水
取

水
の
輻
輳
の
た
め
管
理
に
は
問
題
を
伴
い
、
さ
ら
に
昭
和
十

九
（
一
九
四
四
）
年
の
地
震
で
は
用
水
路
除
堤
の
崩
壊
も
生

じ
、
こ
の
地
域
の
用
排
水
施
設
は
機
能
不
全
に
陥
り
ま
す
。

こ
の
状
況
は
戦
後
に
な
り
、
立
田
輪
中
、
筏
川
河
口
な
ど
の

排
水
機
の
設
置
と
木
曽
川
用
水
の
暫
定
通
水
に
よ
り
改
善

さ
れ
て
い
き
ま
す
。（
図
ー
７
）

六
．
ま
と
め

　
木
曽
川
の
か
つ
て
の
流
れ
は
、
そ
の
時
代
の
環
境
の
変
化

や
社
会
背
景
に
よ
っ
て
人
為
的
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
中
小
河
川
と
な
っ
て
ゆ
く
過
程
に
は
本
流
の
関
わ
り

が
明
ら
か
で
す
。
近
世
の
木
曽
川
の
一
本
化
に
よ
り
尾
張
側

の
用
水
整
備
が
進
め
ら
れ
て
中
小
河
川
と
な
っ
て
い
き
、
下

流
部
の
河
床
上
昇
は
日
光
川
の
付
替
え
と
後
の
高
潮
対
策

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
近
代
の
下
流
改
修
は
左
岸
筏
川
周
辺
の
内
水
処
理
問
題

を
も
た
ら
し
、
上
流
改
修
は
右
岸
地
域
の
支
派
川
改
修
を

促
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
成
り
立
ち
か
ら
、
私
た
ち
の
身

近
な
河
川
に
も
大
河
川
木
曽
川
と
の
つ
な
が
り
の
歴
史
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

木曽川のかつての流れと
名残りの川筋

治水史研究家　安井雅彦

い
ち

の
　
え

さ
ん
　
の

に
　
の
　
え

え

て
ん
し
ょ
う

け
い
ち
ょ
う

こ

の
ぶ

ひ
ろ

の

か
わ

ま
え

ど

じ
ょ
う

が
ん

じ
ん

ご

け
い
う
ん

ぶ
ん

な

か
か 

み

図-１木曽三川の流路変遷　<出典 :『木曽三川流域史』をもとに作図 >

図 -２ かつての木曽川本流の経路

（明治 22・24年測図陸地測量部５万分の１地形図に加筆）
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の
か
つ
て
の
津
島
川
（
天
王
川
）
を
経
由
し
て
木
曽
川
の
派

川
で
あ
っ
た
佐
屋
川
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
三
之
枝
川

は
日
光
川
の
上
流
、
足
立
川
と
な
り
、
津
島
の
北
で
三
宅
川

と
合
流
し
て
い
ま
し
た
。

　
古
代
の
広
野
河
事
件
と
い
う
出
来
事
が
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
当
時
の
本
流
と
尾
張
側
の
川
と
が
分
か
れ
る
前
渡
の

付
近
と
考
え
ら
れ
る
地
点
で
、
本
流
側
が
土
砂
の
堆
積
で

閉
塞
し
て
尾
張
側
に
多
く
の
洪
水
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
、
貞
観
八
（
八
六
六
）
年
尾
張
の
国
司
が

太
政
官
の
許
し
を
得
て
、
郡
司
が
本
流
を
掘
り
開
く
工
事
を

お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
美
濃
国
各
務
郡
の
大
領
が
兵
衆
歩
騎

七
百
余
を
率
い
て
こ
れ
を
襲
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。
そ

の
百
年
ほ
ど
前
、
神
護
景
雲
三
（
七
六
九
）
年
の
出
水
で
は
、

「
鵜
沼
川
の
洪
水
が
尾
張
三
郡
に
被
害
を
与
え
、
尾
張
の
国

府
、
国
分
二
寺
へ
の
被
害
が
懸
念
さ
れ
た
」
、
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
広
野
河
事
件
の
時
代
で
も
、
当
時
の
本
流

の
他
に
、
国
府
な
ど
が
沿
岸
に
あ
っ
た
二
之
枝
川
に
木
曽
川

の
洪
水
が
多
く
分
か
れ
て
流
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
中
世
に
は
、
本
流
の
境
川
沿
い
の
川
手
に
は
美
濃
国
守

護
土
岐
氏
の
本
拠
地
川
手
城
が
あ
り
ま
し
た
。
荒
田
川
と
の

間
の
水
運
の
便
の
良
い
場
所
で
、
文
和
二
（
一
三
五
三
）
年

に
築
城
さ
れ
、
そ
の
城
下
町
は
、
信
長
の
時
代
に
岐
阜
町
に

移
る
ま
で
約
二
百
年
繁
栄
し
ま
す
。
尾
張
側
で
は
、
二
之
枝

川
の
沿
岸
に
真
清
田
神
社
、妙
興
寺
、尾
張
大
國
霊
神
社
（
国

府
宮
）、
長
福
寺
な
ど
の
歴
史
の
あ
る
神
社
や
寺
院
が
あ
り
、

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
旧
本
流
の
ほ
か
二
之
枝
川
が
主

要
な
流
れ
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。（
図
ー
３
）

二
．
二
之
枝
川
下
流
の

　
　
川
筋
の
切
替
え

　
二
之
枝
川
の
下
流
は
、
現
在
の
三
宅
川
が
日
光
川
に
合
流

す
る
あ
た
り
か
ら
、
か
つ
て
南
へ
流
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
古
日
光
川
」
と
呼
び
ま
す
が
、

そ
の
流
れ
が
「
兼
平
堤
」
に
よ
っ
て
人
為
的
に
変
え
ら
れ
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
古
日
光
川
の
経
路
に
あ
た
る

津
島
市
の
「
埋
田
遺
跡
」
か
ら
は
、
河
口
の
湊
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
発
掘
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
経

路
が
善
太
川
旧
河
道
に
達
す
る
あ
た
り
に
は
「
落
合
」
の
地

名
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
三
宅
川
か
ら
南
流
し
て
い
た
流
れ
が
西
の
津
島
へ
向
か

う
に
は
、
そ
の
流
れ
を
遮
断
し
て
堤
防
に
沿
わ
せ

て
西
へ
向
わ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
愛
西
市
の

日
光
川
の
西
側
で
は
、「
古
堤
」
を
含
ん
だ
名
称
の

小
字
が
、
細
長
く
約
二
千
ｍ
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い

ま
す
。
そ
こ
に
は
江
戸
時
代
の
上
街
道
が
田
面
か

ら
三
ｍ
ほ
ど
の
高
さ
で
通
っ
て
い
て
、
堤
防
の
機
能

が
不
要
と
な
っ
て
既
に
二
百
年
以
上
を
経
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
が
兼
平
堤
の
跡
で
す
。
こ
の
堤
防
に

よ
っ
て
二
之
枝
川
の
流
れ
が
津
島
に
向
か
い
、
津

島
川
の
水
量
を
増
し
て
川
湊
と
し
て
の
繁
栄
に
つ

な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
兼
平
堤
が
築
か
れ
た
時
期
を
知
る
手
が
か

り
が
他
の
場
所
に
あ
り
ま
す
。
西
三
河
の
岡
崎
市

に
「
六
名
堤
」
と
呼
ば
れ
た
乙
川
の
堤
防
が
あ
り
、

応
永
六
（
一
三
九
九
）
年
の
少
し
前
に
築
か
れ
、
乙

川
の
流
れ
を
大
き
く
変
え
た
こ
と
が
記
録
に
残
り

ま
す
。
南
へ
向
か
う
乙
川
の
浅
い
谷
を
堤
防
で
締

切
り
、
丘
陵
を
開
削
し
て
西
の
矢
作
川
に
合
流
さ

せ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
三
河
国
守
護
は
一
色

詮
範
で
、
後
に
、
兼
平
堤
が
所
在
す
る
海
東
郡
の

分
郡
守
護
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

名
古
屋
市
北
部
か
ら
北
名
古
屋
市
の
五
条
川
に
か

け
て
の
「
武
衛
堤
」
の
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
室
町
幕

府
の
管
領
を
勤
め
た
斯
波
義
重
が
築
い
た
と
さ
れ
、
後
に

守
護
所
と
な
る
清
須
の
東
側
の
広
大
な
後
背
湿
地
へ
入
る

東
か
ら
の
流
れ
を
庄
内
川
へ
向
か
わ
せ
る
も
の
で
す
。
斯
波

義
重
は
応
永
七
（
一
四
〇
〇
）
年
に
尾
張
国
守
護
に
な
り
、

こ
の
地
域
の
開
発
を
考
え
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
時
期
は
、
室
町
幕
府
第
三
代
将
軍
足
利
義
満
が
南

北
朝
の
合
一
を
果
た
し
た
後
、
北
山
殿
と
し
て
権
勢
を
揮
っ

た
頃
で
し
た
。
応
永
十
五
（
一
四
〇
八
）
年
に
義
満
が
死
去

す
る
ま
で
は
幕
府
の
支
配
力
が
安
定
し
て
い
て
、
地
方
で
の

水
田
の
開
発
や
舟
運
の
た
め
の
川
の
流
れ
を
変
え
る
工
事

も
実
行
し
得
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
一
色
詮
範
と

斯
波
義
重
は
と
も
に
足
利
一
門
で
幕
府
の
重
要
な
人
物
で
し

た
か
ら
、
一
色
詮
範
が
守
護
と
な
っ
た
海
東
郡
の
兼
平
堤
も
、

幕
府
の
意
向
で
同
じ
時
期
に
築
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
で
き
ま
す
。

　
兼
平
堤
が
築
か
れ
て
津
島
が
繁
栄
し
、
百
年
ほ
ど
す
る

と
信
長
の
家
系
の
織
田
弾
正
忠
家
が
三
宅
川
沿
い
の
勝
幡

城
に
あ
っ
て
津
島
を
支
配
下
に
置
き
、
こ
れ
を
経
済
的
基
盤

と
し
て
尾
張
統
一
に
進
ん
で
い
き
ま
す
。

三
．
天
正
の
木
曽
川
本
流
の

　
　
移
動
と
慶
長
の
派
川
締
切
り

　
天
正
十
四
（
一
五
八
六
）
年
六
月
の
洪
水
に
よ
っ
て
、
木

曽
川
の
本
流
が
お
よ
そ
現
在
の
位
置
と
な
り
ま
す
。
文
禄
二

（
一
五
九
三
）
年
に
な
り
秀
吉
は
尾
張
復
興
策
の
遂
行
を
指

導
し
、
翌
年
築
堤
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
江
戸

時
代
に
な
り
、
慶
長
六
（
一
六
〇
一
）
年
に
は
美
濃
側
に
小

堤
が
築
か
れ
、
尾
張
側
で
は
慶
長
十
三
～
十
四
（
一
六
〇
八

～
一
六
〇
九
）
年
に
伊
奈
忠
次
に
よ
り
一
之
枝
川
、二
之
枝
川
、

三
之
枝
川
、
黒
田
川
、
小
信
川
な
ど
の
派
川
が
締
切
ら
れ
ま

す
。
派
川
の
締
切
り
は
、
当
時
盛
ん
に
伐
り
出
さ
れ
て
い
た

木
曽
山
、
飛
騨
山
の
木
材
を
流
送
す
る
た
め
の
木
曽
川
一
本

化
の
必
要
性
が
主
な
理
由
と
考
え
ら
れ
、
締
切
り
と
と
も
に

用
水
の
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

　
水
田
用
水
の
供
給
の
た
め
、
上
流
で
は
二
之
枝
川
締
切
り

地
点
に
般
若
杁
、
下
流
で
は
大
野
杁
を
築
造
し
ま
す
。
般
若

杁
か
ら
は
一
之
枝
川
を
水
源
と
し
て
い
た
青
木
川
・
五
条
川

に
連
結
す
る
般
若
用
水
を
開
削
し
ま
す
。
大
野
杁
か
ら
は
二

之
枝
川
の
大
江
川
（
大
江
用
水
）
に
連
結
し
ま
す
が
、
そ
の

後
取
水
不
能
と
な
り
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年
宮
田
杁
を
築

造
し
て
、そ
こ
か
ら
水
路
を
つ
な
ぎ
、寛
永
十
九
（
一
六
四
二
）

年
に
は
宮
田
東
杁
を
増
設
し
ま
す
。
般
若
杁
は
元
文
五
（
一

七
四
〇
）
年
取
水
不
能
と
な
り
、
木
津
用
水
が
取
水
す
る
木

津
元
杁
か
ら
分
水
を
受
け
ま
す
が
用
水
が
不
足
し
た
た
め
、

寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
宮
田
東
杁
の
下
流
か
ら
分
水
し
、

新
水
路
を
開
削
し
て
般
若
用
水
に
連
結
し
ま
す
。
こ
れ
が

新
般
若
用
水
と
呼
ば
れ
る
用
水
で
、
こ
の
地
域
の
取
水
は
宮

田
地
点
に
集
中
し
ま
す
。
ま
た
一
之
枝
川
分
流
へ
は
慶
安
三

（
一
六
五
〇
）
年
の
木
津
用
水
の
開
削
後
、
こ
の
用
水
か
ら
分

水
す
る
五
条
川
用
水
が
開
削
さ
れ
ま
す
。（
図
ー
４
）

四
．
名
残
り
の
川
筋
の
そ
の
後

　
美
濃
側
の
旧
本
流
の
沿
岸
で
は
、
宝
暦
四
～
五
（
一
七
五

四
～
一
七
五
五
）
年
の
宝
暦
治
水
を
経
て
、
明
治
二
十
（
一

八
八
七
）
年
か
ら
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
に
か
け
て
の
木

曽
川
下
流
改
修
に
よ
っ
て
、
河
口
か
ら
木
曽
川
と
長
良
川
の

合
流
点
付
近
ま
で
河
道
が
整
理
さ
れ
ま
し
た
が
、
旧
本
流

の
境
川
周
辺
で
は
輪
中
単
位
の
狭
い
範
囲
の
水
利
形
態
に

よ
っ
て
抜
本
的
な
治
水
工
事
は
お
こ
な
わ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
か
ら
の
木
曽
川
上
流
改
修
が

進
め
ら
れ
る
際
に
、
岐
阜
県
内
支
派
川
の
改
修
に
つ
い
て
の

要
望
が
関
係
地
域
か
ら
出
さ
れ
、
輪
中
間
、
上
下
流
の
対
立

を
越
え
た
地
域
連
合
の
陳
情
の
後
、
岐
阜
県
の
支
派
川
改

修
に
対
す
る
直
轄
改
修
費
か
ら
の
国
庫
補
助
が
昭
和
三
（
一

九
二
八
）
年
に
認
め
ら
れ
、
補
助
河
川
改
修
の
先
駆
け
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
に
制
定
さ
れ
た
用
排
水
改
良

事
業
補
助
要
項
に
基
づ
く
県
の
用
排
水
幹
線
改
良
事
業
へ

の
国
庫
補
助
も
合
わ
せ
て
、
境
川
放
水
路
、
荒
田
川
放
水
路

の
建
設
、
論
田
川
の
延
長
、
境
川
、
荒
田
川
の
改
修
が
昭
和

九
（
一
九
三
四
）
年
ま
で
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。（
図
ー
５
）

　
尾
張
側
で
の
江
戸
時
代
中
頃
か
ら
の
治
水
の
課
題
は
、
河

川
の
固
定
化
が
も
た
ら
す
砂
礫
の
堆
積
、
河
床
の
上
昇
が
天

井
川
の
進
行
を
招
く
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
耕
地
の
排

水
不
良
と
本
川
出
水
時
の
支
川
へ
の
逆
流
へ
の
対
策
で
し

た
。
ま
た
そ
の
頃
の
背
景
と
し
て
、
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）

年
な
ど
の
大
水
害
の
発
生
と
収
穫
の
減
少
、
支
配
体
制
の
弛

み
に
よ
る
年
貢
徴
収
率
の
低
下
が
藩
財
政
の
悪
化
を
も
た

ら
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
天
明
元
（
一
七
八
一
）

年
に
は
藩
の
支
配
体
制
の
改
革
と
し
て
、
代
官
を
在
任
地

常
駐
と
し
て
地
方
支
配
を
強
化
す
る
所
付
代
官
の
制
度
と

す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
藩
財
政
立
て
直
し
と
民
力
安
定
の

た
め
治
水
工
事
、
新
田
開
発
な
ど
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
な
か
で
日
光
川
の
付
替
え
・
潮
入
化
が
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
。
日
光
川
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
寛
文
七
（
一

六
六
七
）
年
既
に
、
三
宅
川
・
津
島
川
が
佐
屋
川
の

河
床
上
昇
に
よ
る
逆
流
を
受
け
る
こ
と
か
ら
放
水
路

と
し
て
開
削
さ
れ
、
河
口
に
杁
を
伏
せ
て
蟹
江
の
海

に
注
い
で
い
ま
し
た
。
そ
の
後
上
流
域
の
湛
水
が
激

し
く
な
り
、
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
足
立
川
を
付
替

え
て
日
光
川
へ
つ
な
ぎ
、
津
島
川
を
築
留
め
、
さ
ら

に
領
内
川
を
日
光
川
に
つ
な
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
下
流

の
日
光
川
は
拡
幅
・
改
修
し
杁
を
取
り
払
っ
て
潮
入

川
と
さ
れ
ま
し
た
。
日
光
川
を
海
東
郡
の
真
ん
中
に

通
し
、
潮
入
川
と
し
た
こ
と
で
舟
運
は
盛
ん
と
な
り

ま
し
た
が
、
後
に
内
陸
で
の
高
潮
災
害
を
招
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

五
．
明
治
以
降
の
尾
張
西
部

　
　
地
域
の
治
水
対
策

　
江
戸
時
代
に
排
水
の
改
良
が
お
こ
な
わ
れ
ず
、
水
害
多

発
地
で
低
反
収
田
が
広
が
る
日
光
川
の
上
流
域
で
は
、
明
治

三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
日
光
川
改
修
組
合
が
設
立
さ
れ
、

日
光
川
、
野
府
川
の
改
修
が
着
手
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴

う
潰
地
の
分
担
を
平
等
に
す
る
た
め
、
明
治
四
十
（
一
九
〇

七
）
年
地
区
面
積
二
千
町
歩
に
及
ぶ
蘇
東
耕
地
整
理
事
業

が
発
起
さ
れ
、
そ
の
主
な
工
事
と
し
て
日
光
川
約
十
三
㎞
、

野
府
川
約
五
㎞
の
改
修
が
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
ま
で
に

実
施
さ
れ
ま
し
た
。（
図
ー
６
）

　
海
東
郡
の
低
地
で
高
い
堤
防
を
備
え
、
し
か
も
潮
位
の

影
響
を
受
け
る
日
光
川
下
流
部
で
は
高
潮
へ
の
対
策
が
不

可
欠
で
し
た
。
ま
た
、
元
々
排
水
条
件
の
悪
い
地
域
で
地
震

に
伴
う
地
盤
の
沈
降
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
地
域
の
熱
田
築

港
反
対
の
声
へ
の
対
応
も
必
要
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
知
事

は
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
に
治
水
継
続
事
業
案
を
提

案
し
ま
す
が
県
会
は
否
決
し
ま
す
。
そ
の
後
大
正
元
（
一
九

一
二
）
年
の
高
潮
災
害
を
受
け
て
、
知
事
は
日
光
川
の
樋
門

建
設
を
始
め
と
す
る
改
修
案
を
策
定
し
ま
す
が
、
県
会
で

は
修
正
可
決
と
な
っ
た
た
め
、
内
務
省
の
認
可
を
得
て
原
案

執
行
と
し
た
も
の
の
、
漁
業
者
の
反
対
な
ど
の
た
め
着
工
は

見
合
わ
せ
と
な
り
ま
し
た
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
の
高

潮
災
害
後
に
漁
業
者
へ
の
影
響
を
考
慮
し
た
計
画
で
着
工

し
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
、
蟹
江
川
合
流
点
上
流
側
に

日
光
川
樋
門
が
完
成
し
ま
す
。
し
か
し
、
高
潮
時
の
み
の
閉

鎖
と
な
り
排
水
対
策
と
し
て
の
常
時
開
閉
は
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
十
二
月
の
東
南
海
地
震
に
伴

う
地
盤
の
沈
降
に
よ
り
、
日
光
川
沿
岸
の
排
水
は
困
難
を
増

し
、
樋
門
の
常
時
開
閉
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
ま
す
。
昭
和

二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
九
月
の
上
流
域
で
の
豪
雨
災
害
を

契
機
と
し
て
、
河
口
を
締
切
り
河
口
部
水
位
の
低
下
に
よ
る

流
域
の
悪
水
放
流
を
改
善
す
る
改
修
計
画
が
策
定
さ
れ
ま

す
。
戦
後
の
水
質
の
悪
化
に
よ
る
漁
業
の
衰
退
が
あ
り
、
名

古
屋
港
の
工
業
港
整
備
に
よ
る
漁
業
権
の
滅
失
と
同
時
期

に
河
口
締
切
に
伴
う
漁
業
補
償
問
題
も
解
決
し
、
昭
和
三
十

三
（
一
九
五
八
）
年
に
河
口
水
門
が
着
工
さ
れ
、
伊
勢
湾
台

風
災
害
を
経
て
昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
に
河
口
締
切

は
完
成
し
ま
す
。

　
木
曽
川
下
流
改
修
に
伴
っ
て
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）

年
佐
屋
川
が
廃
川
と
な
り
、
筏
川
は
上
流
端
を
締
切
ら
れ

河
口
海
岸
樋
門
が
設
置
さ
れ
て
水
位
が
低
下
し
た
た
め
、
立

田
輪
中
と
佐
屋
川
廃
川
敷
の
排
水
先
、
筏
川
沿
岸
の
用
水
取

水
先
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
対
応
と
し
て
、
木
曽
川

左
岸
堤
防
に
沿
っ
て
悪
水
路
を
設
置
し
て
、明
治
三
十
五
（
一

九
〇
二
）
年
派
川
鍋
田
川
に
建
設
し
た
中
山
樋
門
か
ら
放
流

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
が
排
水
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
た
め
立
田
輪
中
は
筏
川
へ
の
落
口
樋
門
な
ど
の
施

設
整
備
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
排
水
と
用
水
取

水
の
輻
輳
の
た
め
管
理
に
は
問
題
を
伴
い
、
さ
ら
に
昭
和
十

九
（
一
九
四
四
）
年
の
地
震
で
は
用
水
路
除
堤
の
崩
壊
も
生

じ
、
こ
の
地
域
の
用
排
水
施
設
は
機
能
不
全
に
陥
り
ま
す
。

こ
の
状
況
は
戦
後
に
な
り
、
立
田
輪
中
、
筏
川
河
口
な
ど
の

排
水
機
の
設
置
と
木
曽
川
用
水
の
暫
定
通
水
に
よ
り
改
善

さ
れ
て
い
き
ま
す
。（
図
ー
７
）

六
．
ま
と
め

　
木
曽
川
の
か
つ
て
の
流
れ
は
、
そ
の
時
代
の
環
境
の
変
化

や
社
会
背
景
に
よ
っ
て
人
為
的
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
中
小
河
川
と
な
っ
て
ゆ
く
過
程
に
は
本
流
の
関
わ
り

が
明
ら
か
で
す
。
近
世
の
木
曽
川
の
一
本
化
に
よ
り
尾
張
側

の
用
水
整
備
が
進
め
ら
れ
て
中
小
河
川
と
な
っ
て
い
き
、
下

流
部
の
河
床
上
昇
は
日
光
川
の
付
替
え
と
後
の
高
潮
対
策

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
近
代
の
下
流
改
修
は
左
岸
筏
川
周
辺
の
内
水
処
理
問
題

を
も
た
ら
し
、
上
流
改
修
は
右
岸
地
域
の
支
派
川
改
修
を

促
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
成
り
立
ち
か
ら
、
私
た
ち
の
身

近
な
河
川
に
も
大
河
川
木
曽
川
と
の
つ
な
が
り
の
歴
史
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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図 -３ 二之枝川の川筋の地域

（明治 22・24年測図陸地測量部５万分の１地形図に加筆）

図 -４ 派川締切り後の用水取水

（明治 22・24年測図陸地測量部５万分の１地形図に加筆）

図 -７日光川下流と筏川

（明治 22・24年測図陸地測量部５万分の１地形図に加筆）

図 -６蘇東耕地整理事業の区域と日

光川・野府川（明治 22・24年測図陸

地測量部５万分の１地形図に加筆）

図 -５ 昭和初期の旧本流地域改修箇所

（明治 22・24年測図陸地測量部５万分の１地形図に加筆）
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の
か
つ
て
の
津
島
川
（
天
王
川
）
を
経
由
し
て
木
曽
川
の
派

川
で
あ
っ
た
佐
屋
川
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
三
之
枝
川

は
日
光
川
の
上
流
、
足
立
川
と
な
り
、
津
島
の
北
で
三
宅
川

と
合
流
し
て
い
ま
し
た
。

　
古
代
の
広
野
河
事
件
と
い
う
出
来
事
が
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
当
時
の
本
流
と
尾
張
側
の
川
と
が
分
か
れ
る
前
渡
の

付
近
と
考
え
ら
れ
る
地
点
で
、
本
流
側
が
土
砂
の
堆
積
で

閉
塞
し
て
尾
張
側
に
多
く
の
洪
水
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
、
貞
観
八
（
八
六
六
）
年
尾
張
の
国
司
が

太
政
官
の
許
し
を
得
て
、
郡
司
が
本
流
を
掘
り
開
く
工
事
を

お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
美
濃
国
各
務
郡
の
大
領
が
兵
衆
歩
騎

七
百
余
を
率
い
て
こ
れ
を
襲
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。
そ

の
百
年
ほ
ど
前
、
神
護
景
雲
三
（
七
六
九
）
年
の
出
水
で
は
、

「
鵜
沼
川
の
洪
水
が
尾
張
三
郡
に
被
害
を
与
え
、
尾
張
の
国

府
、
国
分
二
寺
へ
の
被
害
が
懸
念
さ
れ
た
」
、
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
広
野
河
事
件
の
時
代
で
も
、
当
時
の
本
流

の
他
に
、
国
府
な
ど
が
沿
岸
に
あ
っ
た
二
之
枝
川
に
木
曽
川

の
洪
水
が
多
く
分
か
れ
て
流
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
中
世
に
は
、
本
流
の
境
川
沿
い
の
川
手
に
は
美
濃
国
守

護
土
岐
氏
の
本
拠
地
川
手
城
が
あ
り
ま
し
た
。
荒
田
川
と
の

間
の
水
運
の
便
の
良
い
場
所
で
、
文
和
二
（
一
三
五
三
）
年

に
築
城
さ
れ
、
そ
の
城
下
町
は
、
信
長
の
時
代
に
岐
阜
町
に

移
る
ま
で
約
二
百
年
繁
栄
し
ま
す
。
尾
張
側
で
は
、
二
之
枝

川
の
沿
岸
に
真
清
田
神
社
、妙
興
寺
、尾
張
大
國
霊
神
社
（
国

府
宮
）、
長
福
寺
な
ど
の
歴
史
の
あ
る
神
社
や
寺
院
が
あ
り
、

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
旧
本
流
の
ほ
か
二
之
枝
川
が
主

要
な
流
れ
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。（
図
ー
３
）

二
．
二
之
枝
川
下
流
の

　
　
川
筋
の
切
替
え

　
二
之
枝
川
の
下
流
は
、
現
在
の
三
宅
川
が
日
光
川
に
合
流

す
る
あ
た
り
か
ら
、
か
つ
て
南
へ
流
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
古
日
光
川
」
と
呼
び
ま
す
が
、

そ
の
流
れ
が
「
兼
平
堤
」
に
よ
っ
て
人
為
的
に
変
え
ら
れ
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
古
日
光
川
の
経
路
に
あ
た
る

津
島
市
の
「
埋
田
遺
跡
」
か
ら
は
、
河
口
の
湊
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
発
掘
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
経

路
が
善
太
川
旧
河
道
に
達
す
る
あ
た
り
に
は
「
落
合
」
の
地

名
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
三
宅
川
か
ら
南
流
し
て
い
た
流
れ
が
西
の
津
島
へ
向
か

う
に
は
、
そ
の
流
れ
を
遮
断
し
て
堤
防
に
沿
わ
せ

て
西
へ
向
わ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
愛
西
市
の

日
光
川
の
西
側
で
は
、「
古
堤
」
を
含
ん
だ
名
称
の

小
字
が
、
細
長
く
約
二
千
ｍ
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い

ま
す
。
そ
こ
に
は
江
戸
時
代
の
上
街
道
が
田
面
か

ら
三
ｍ
ほ
ど
の
高
さ
で
通
っ
て
い
て
、
堤
防
の
機
能

が
不
要
と
な
っ
て
既
に
二
百
年
以
上
を
経
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
が
兼
平
堤
の
跡
で
す
。
こ
の
堤
防
に

よ
っ
て
二
之
枝
川
の
流
れ
が
津
島
に
向
か
い
、
津

島
川
の
水
量
を
増
し
て
川
湊
と
し
て
の
繁
栄
に
つ

な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
兼
平
堤
が
築
か
れ
た
時
期
を
知
る
手
が
か

り
が
他
の
場
所
に
あ
り
ま
す
。
西
三
河
の
岡
崎
市

に
「
六
名
堤
」
と
呼
ば
れ
た
乙
川
の
堤
防
が
あ
り
、

応
永
六
（
一
三
九
九
）
年
の
少
し
前
に
築
か
れ
、
乙

川
の
流
れ
を
大
き
く
変
え
た
こ
と
が
記
録
に
残
り

ま
す
。
南
へ
向
か
う
乙
川
の
浅
い
谷
を
堤
防
で
締

切
り
、
丘
陵
を
開
削
し
て
西
の
矢
作
川
に
合
流
さ

せ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
三
河
国
守
護
は
一
色

詮
範
で
、
後
に
、
兼
平
堤
が
所
在
す
る
海
東
郡
の

分
郡
守
護
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

名
古
屋
市
北
部
か
ら
北
名
古
屋
市
の
五
条
川
に
か

け
て
の
「
武
衛
堤
」
の
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
室
町
幕

府
の
管
領
を
勤
め
た
斯
波
義
重
が
築
い
た
と
さ
れ
、
後
に

守
護
所
と
な
る
清
須
の
東
側
の
広
大
な
後
背
湿
地
へ
入
る

東
か
ら
の
流
れ
を
庄
内
川
へ
向
か
わ
せ
る
も
の
で
す
。
斯
波

義
重
は
応
永
七
（
一
四
〇
〇
）
年
に
尾
張
国
守
護
に
な
り
、

こ
の
地
域
の
開
発
を
考
え
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
時
期
は
、
室
町
幕
府
第
三
代
将
軍
足
利
義
満
が
南

北
朝
の
合
一
を
果
た
し
た
後
、
北
山
殿
と
し
て
権
勢
を
揮
っ

た
頃
で
し
た
。
応
永
十
五
（
一
四
〇
八
）
年
に
義
満
が
死
去

す
る
ま
で
は
幕
府
の
支
配
力
が
安
定
し
て
い
て
、
地
方
で
の

水
田
の
開
発
や
舟
運
の
た
め
の
川
の
流
れ
を
変
え
る
工
事

も
実
行
し
得
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
一
色
詮
範
と

斯
波
義
重
は
と
も
に
足
利
一
門
で
幕
府
の
重
要
な
人
物
で
し

た
か
ら
、
一
色
詮
範
が
守
護
と
な
っ
た
海
東
郡
の
兼
平
堤
も
、

幕
府
の
意
向
で
同
じ
時
期
に
築
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
で
き
ま
す
。

　
兼
平
堤
が
築
か
れ
て
津
島
が
繁
栄
し
、
百
年
ほ
ど
す
る

と
信
長
の
家
系
の
織
田
弾
正
忠
家
が
三
宅
川
沿
い
の
勝
幡

城
に
あ
っ
て
津
島
を
支
配
下
に
置
き
、
こ
れ
を
経
済
的
基
盤

と
し
て
尾
張
統
一
に
進
ん
で
い
き
ま
す
。

三
．
天
正
の
木
曽
川
本
流
の

　
　
移
動
と
慶
長
の
派
川
締
切
り

　
天
正
十
四
（
一
五
八
六
）
年
六
月
の
洪
水
に
よ
っ
て
、
木

曽
川
の
本
流
が
お
よ
そ
現
在
の
位
置
と
な
り
ま
す
。
文
禄
二

（
一
五
九
三
）
年
に
な
り
秀
吉
は
尾
張
復
興
策
の
遂
行
を
指

導
し
、
翌
年
築
堤
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
江
戸

時
代
に
な
り
、
慶
長
六
（
一
六
〇
一
）
年
に
は
美
濃
側
に
小

堤
が
築
か
れ
、
尾
張
側
で
は
慶
長
十
三
～
十
四
（
一
六
〇
八

～
一
六
〇
九
）
年
に
伊
奈
忠
次
に
よ
り
一
之
枝
川
、二
之
枝
川
、

三
之
枝
川
、
黒
田
川
、
小
信
川
な
ど
の
派
川
が
締
切
ら
れ
ま

す
。
派
川
の
締
切
り
は
、
当
時
盛
ん
に
伐
り
出
さ
れ
て
い
た

木
曽
山
、
飛
騨
山
の
木
材
を
流
送
す
る
た
め
の
木
曽
川
一
本

化
の
必
要
性
が
主
な
理
由
と
考
え
ら
れ
、
締
切
り
と
と
も
に

用
水
の
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

　
水
田
用
水
の
供
給
の
た
め
、
上
流
で
は
二
之
枝
川
締
切
り

地
点
に
般
若
杁
、
下
流
で
は
大
野
杁
を
築
造
し
ま
す
。
般
若

杁
か
ら
は
一
之
枝
川
を
水
源
と
し
て
い
た
青
木
川
・
五
条
川

に
連
結
す
る
般
若
用
水
を
開
削
し
ま
す
。
大
野
杁
か
ら
は
二

之
枝
川
の
大
江
川
（
大
江
用
水
）
に
連
結
し
ま
す
が
、
そ
の

後
取
水
不
能
と
な
り
寛
永
五
（
一
六
二
八
）
年
宮
田
杁
を
築

造
し
て
、そ
こ
か
ら
水
路
を
つ
な
ぎ
、寛
永
十
九
（
一
六
四
二
）

年
に
は
宮
田
東
杁
を
増
設
し
ま
す
。
般
若
杁
は
元
文
五
（
一

七
四
〇
）
年
取
水
不
能
と
な
り
、
木
津
用
水
が
取
水
す
る
木

津
元
杁
か
ら
分
水
を
受
け
ま
す
が
用
水
が
不
足
し
た
た
め
、

寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
宮
田
東
杁
の
下
流
か
ら
分
水
し
、

新
水
路
を
開
削
し
て
般
若
用
水
に
連
結
し
ま
す
。
こ
れ
が

新
般
若
用
水
と
呼
ば
れ
る
用
水
で
、
こ
の
地
域
の
取
水
は
宮

田
地
点
に
集
中
し
ま
す
。
ま
た
一
之
枝
川
分
流
へ
は
慶
安
三

（
一
六
五
〇
）
年
の
木
津
用
水
の
開
削
後
、
こ
の
用
水
か
ら
分

水
す
る
五
条
川
用
水
が
開
削
さ
れ
ま
す
。（
図
ー
４
）

四
．
名
残
り
の
川
筋
の
そ
の
後

　
美
濃
側
の
旧
本
流
の
沿
岸
で
は
、
宝
暦
四
～
五
（
一
七
五

四
～
一
七
五
五
）
年
の
宝
暦
治
水
を
経
て
、
明
治
二
十
（
一

八
八
七
）
年
か
ら
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
に
か
け
て
の
木

曽
川
下
流
改
修
に
よ
っ
て
、
河
口
か
ら
木
曽
川
と
長
良
川
の

合
流
点
付
近
ま
で
河
道
が
整
理
さ
れ
ま
し
た
が
、
旧
本
流

の
境
川
周
辺
で
は
輪
中
単
位
の
狭
い
範
囲
の
水
利
形
態
に

よ
っ
て
抜
本
的
な
治
水
工
事
は
お
こ
な
わ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
か
ら
の
木
曽
川
上
流
改
修
が

進
め
ら
れ
る
際
に
、
岐
阜
県
内
支
派
川
の
改
修
に
つ
い
て
の

要
望
が
関
係
地
域
か
ら
出
さ
れ
、
輪
中
間
、
上
下
流
の
対
立

を
越
え
た
地
域
連
合
の
陳
情
の
後
、
岐
阜
県
の
支
派
川
改

修
に
対
す
る
直
轄
改
修
費
か
ら
の
国
庫
補
助
が
昭
和
三
（
一

九
二
八
）
年
に
認
め
ら
れ
、
補
助
河
川
改
修
の
先
駆
け
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
に
制
定
さ
れ
た
用
排
水
改
良

事
業
補
助
要
項
に
基
づ
く
県
の
用
排
水
幹
線
改
良
事
業
へ

の
国
庫
補
助
も
合
わ
せ
て
、
境
川
放
水
路
、
荒
田
川
放
水
路

の
建
設
、
論
田
川
の
延
長
、
境
川
、
荒
田
川
の
改
修
が
昭
和

九
（
一
九
三
四
）
年
ま
で
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。（
図
ー
５
）

　
尾
張
側
で
の
江
戸
時
代
中
頃
か
ら
の
治
水
の
課
題
は
、
河

川
の
固
定
化
が
も
た
ら
す
砂
礫
の
堆
積
、
河
床
の
上
昇
が
天

井
川
の
進
行
を
招
く
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
耕
地
の
排

水
不
良
と
本
川
出
水
時
の
支
川
へ
の
逆
流
へ
の
対
策
で
し

た
。
ま
た
そ
の
頃
の
背
景
と
し
て
、
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）

年
な
ど
の
大
水
害
の
発
生
と
収
穫
の
減
少
、
支
配
体
制
の
弛

み
に
よ
る
年
貢
徴
収
率
の
低
下
が
藩
財
政
の
悪
化
を
も
た

ら
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
天
明
元
（
一
七
八
一
）

年
に
は
藩
の
支
配
体
制
の
改
革
と
し
て
、
代
官
を
在
任
地

常
駐
と
し
て
地
方
支
配
を
強
化
す
る
所
付
代
官
の
制
度
と

す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
藩
財
政
立
て
直
し
と
民
力
安
定
の

た
め
治
水
工
事
、
新
田
開
発
な
ど
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
な
か
で
日
光
川
の
付
替
え
・
潮
入
化
が
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
。
日
光
川
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
寛
文
七
（
一

六
六
七
）
年
既
に
、
三
宅
川
・
津
島
川
が
佐
屋
川
の

河
床
上
昇
に
よ
る
逆
流
を
受
け
る
こ
と
か
ら
放
水
路

と
し
て
開
削
さ
れ
、
河
口
に
杁
を
伏
せ
て
蟹
江
の
海

に
注
い
で
い
ま
し
た
。
そ
の
後
上
流
域
の
湛
水
が
激

し
く
な
り
、
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
足
立
川
を
付
替

え
て
日
光
川
へ
つ
な
ぎ
、
津
島
川
を
築
留
め
、
さ
ら

に
領
内
川
を
日
光
川
に
つ
な
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
下
流

の
日
光
川
は
拡
幅
・
改
修
し
杁
を
取
り
払
っ
て
潮
入

川
と
さ
れ
ま
し
た
。
日
光
川
を
海
東
郡
の
真
ん
中
に

通
し
、
潮
入
川
と
し
た
こ
と
で
舟
運
は
盛
ん
と
な
り

ま
し
た
が
、
後
に
内
陸
で
の
高
潮
災
害
を
招
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

五
．
明
治
以
降
の
尾
張
西
部

　
　
地
域
の
治
水
対
策

　
江
戸
時
代
に
排
水
の
改
良
が
お
こ
な
わ
れ
ず
、
水
害
多

発
地
で
低
反
収
田
が
広
が
る
日
光
川
の
上
流
域
で
は
、
明
治

三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
日
光
川
改
修
組
合
が
設
立
さ
れ
、

日
光
川
、
野
府
川
の
改
修
が
着
手
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴

う
潰
地
の
分
担
を
平
等
に
す
る
た
め
、
明
治
四
十
（
一
九
〇

七
）
年
地
区
面
積
二
千
町
歩
に
及
ぶ
蘇
東
耕
地
整
理
事
業

が
発
起
さ
れ
、
そ
の
主
な
工
事
と
し
て
日
光
川
約
十
三
㎞
、

野
府
川
約
五
㎞
の
改
修
が
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
ま
で
に

実
施
さ
れ
ま
し
た
。（
図
ー
６
）

　
海
東
郡
の
低
地
で
高
い
堤
防
を
備
え
、
し
か
も
潮
位
の

影
響
を
受
け
る
日
光
川
下
流
部
で
は
高
潮
へ
の
対
策
が
不

可
欠
で
し
た
。
ま
た
、
元
々
排
水
条
件
の
悪
い
地
域
で
地
震

に
伴
う
地
盤
の
沈
降
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
地
域
の
熱
田
築

港
反
対
の
声
へ
の
対
応
も
必
要
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
知
事

は
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
に
治
水
継
続
事
業
案
を
提

案
し
ま
す
が
県
会
は
否
決
し
ま
す
。
そ
の
後
大
正
元
（
一
九

一
二
）
年
の
高
潮
災
害
を
受
け
て
、
知
事
は
日
光
川
の
樋
門

建
設
を
始
め
と
す
る
改
修
案
を
策
定
し
ま
す
が
、
県
会
で

は
修
正
可
決
と
な
っ
た
た
め
、
内
務
省
の
認
可
を
得
て
原
案

執
行
と
し
た
も
の
の
、
漁
業
者
の
反
対
な
ど
の
た
め
着
工
は

見
合
わ
せ
と
な
り
ま
し
た
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
の
高

潮
災
害
後
に
漁
業
者
へ
の
影
響
を
考
慮
し
た
計
画
で
着
工

し
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
、
蟹
江
川
合
流
点
上
流
側
に

日
光
川
樋
門
が
完
成
し
ま
す
。
し
か
し
、
高
潮
時
の
み
の
閉

鎖
と
な
り
排
水
対
策
と
し
て
の
常
時
開
閉
は
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
十
二
月
の
東
南
海
地
震
に
伴

う
地
盤
の
沈
降
に
よ
り
、
日
光
川
沿
岸
の
排
水
は
困
難
を
増

し
、
樋
門
の
常
時
開
閉
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
ま
す
。
昭
和

二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
九
月
の
上
流
域
で
の
豪
雨
災
害
を

契
機
と
し
て
、
河
口
を
締
切
り
河
口
部
水
位
の
低
下
に
よ
る

流
域
の
悪
水
放
流
を
改
善
す
る
改
修
計
画
が
策
定
さ
れ
ま

す
。
戦
後
の
水
質
の
悪
化
に
よ
る
漁
業
の
衰
退
が
あ
り
、
名

古
屋
港
の
工
業
港
整
備
に
よ
る
漁
業
権
の
滅
失
と
同
時
期

に
河
口
締
切
に
伴
う
漁
業
補
償
問
題
も
解
決
し
、
昭
和
三
十

三
（
一
九
五
八
）
年
に
河
口
水
門
が
着
工
さ
れ
、
伊
勢
湾
台

風
災
害
を
経
て
昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
に
河
口
締
切

は
完
成
し
ま
す
。

　
木
曽
川
下
流
改
修
に
伴
っ
て
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）

年
佐
屋
川
が
廃
川
と
な
り
、
筏
川
は
上
流
端
を
締
切
ら
れ

河
口
海
岸
樋
門
が
設
置
さ
れ
て
水
位
が
低
下
し
た
た
め
、
立

田
輪
中
と
佐
屋
川
廃
川
敷
の
排
水
先
、
筏
川
沿
岸
の
用
水
取

水
先
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
対
応
と
し
て
、
木
曽
川

左
岸
堤
防
に
沿
っ
て
悪
水
路
を
設
置
し
て
、明
治
三
十
五
（
一

九
〇
二
）
年
派
川
鍋
田
川
に
建
設
し
た
中
山
樋
門
か
ら
放
流

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
が
排
水
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
た
め
立
田
輪
中
は
筏
川
へ
の
落
口
樋
門
な
ど
の
施

設
整
備
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
排
水
と
用
水
取

水
の
輻
輳
の
た
め
管
理
に
は
問
題
を
伴
い
、
さ
ら
に
昭
和
十

九
（
一
九
四
四
）
年
の
地
震
で
は
用
水
路
除
堤
の
崩
壊
も
生

じ
、
こ
の
地
域
の
用
排
水
施
設
は
機
能
不
全
に
陥
り
ま
す
。

こ
の
状
況
は
戦
後
に
な
り
、
立
田
輪
中
、
筏
川
河
口
な
ど
の

排
水
機
の
設
置
と
木
曽
川
用
水
の
暫
定
通
水
に
よ
り
改
善

さ
れ
て
い
き
ま
す
。（
図
ー
７
）

六
．
ま
と
め

　
木
曽
川
の
か
つ
て
の
流
れ
は
、
そ
の
時
代
の
環
境
の
変
化

や
社
会
背
景
に
よ
っ
て
人
為
的
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
中
小
河
川
と
な
っ
て
ゆ
く
過
程
に
は
本
流
の
関
わ
り

が
明
ら
か
で
す
。
近
世
の
木
曽
川
の
一
本
化
に
よ
り
尾
張
側

の
用
水
整
備
が
進
め
ら
れ
て
中
小
河
川
と
な
っ
て
い
き
、
下

流
部
の
河
床
上
昇
は
日
光
川
の
付
替
え
と
後
の
高
潮
対
策

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
近
代
の
下
流
改
修
は
左
岸
筏
川
周
辺
の
内
水
処
理
問
題

を
も
た
ら
し
、
上
流
改
修
は
右
岸
地
域
の
支
派
川
改
修
を

促
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
成
り
立
ち
か
ら
、
私
た
ち
の
身

近
な
河
川
に
も
大
河
川
木
曽
川
と
の
つ
な
が
り
の
歴
史
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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図 -３ 二之枝川の川筋の地域

（明治 22・24年測図陸地測量部５万分の１地形図に加筆）

図 -４ 派川締切り後の用水取水

（明治 22・24年測図陸地測量部５万分の１地形図に加筆）

図 -７日光川下流と筏川

（明治 22・24年測図陸地測量部５万分の１地形図に加筆）

図 -６蘇東耕地整理事業の区域と日

光川・野府川（明治 22・24年測図陸

地測量部５万分の１地形図に加筆）

図 -５ 昭和初期の旧本流地域改修箇所

（明治 22・24年測図陸地測量部５万分の１地形図に加筆）
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『霞間ヶ渓』〈提供：池田町役場産業課〉
　春の訪れとともに、ヤマザクラ・エドヒガンやソメイヨシノなど約1,500本の桜が咲き誇ります。その様子を遠くから見ると、まるで
霞がかかったように見えることから、いつしか「霞間ヶ渓（かまがたに）」と呼ばれるようになりました。

　オランダ人技師エッシャーは、日本で働いていた時に２つのポンプ（揚水機）の比較試験を

行いました。１つは、自らの設計で作らせた西洋式の螺旋ポンプ（写真１の左側）と日本式の

ポンプである踏車（足踏み式水車：写真１の右側の３台）です。

　この踏車は、寛文年間（1661～1673年）に農機具として大阪府で発明され、その効率の

良さから日本全土に広まったと幕末の書に記されています。その能力は、平成に入ってから行

われた実験で、直径５尺（約1.5ｍ）の踏車なら、楊程（水を上げる高さ）25cmに、１分間で

約１トン上げられるという結果がでています。

　この能力により、土木の排水工事にも利用され、古くは享保13（1728）年に井沢弥惣兵衛

が指揮した土木工事で使用されています。更に、文政３（1820）年に完成した人工河川開削

における伏越樋工事（既存の川の下をくぐるように新しい川を流すために、木のトンネルを

埋め込む）においては、50台の踏車が隊列を組み作業したという記録もあります（図１）。

近代ポンプの出現により、機会は減少するも、昭和の初期まで工事現場で使用されました。

　船頭平閘門工事の排水作業においても、当初２台の蒸気機関ポンプで始めたものの、湧水

が予想より多かったため数十台の踏車が投入されています。どのような配置だったのかはわ

かっていませんが、工事現場では踏車を一斉に回して放水していたという目撃談から想像す

ると、きっと迫力のある光景だったのではないでしょうか。

平成30年の皇太子殿下行啓を記念して、船頭平閘門に関わるコラム「船ちゃんのこぼれ話」の掲載を始めました。

船ちゃんのこぼれ話 第六話
ふね

「船頭平で用いられた排水喞筒」

白
鳥
神
楽
の
由
来
　（
池
田
町
白
鳥
）

写真１:明治11（1878）年６月
　　　　　　　　〈出典:木曽川文庫蔵〉

図１:新潟の内野新川での排水作業
　　　　　　　　〈出典:新・新潟歴史双書〉

　
日
本
武
尊
が
伊
吹
山
の
賊
を
征
伐
に
向
か
う
途
中
、
座
倉
か
ら
揖
斐
川
を
渡
ら
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
地
は
背
よ
り
も
高
い
ア
シ
が
一
面
に
茂
っ
て
お
り
、
武
尊
は
道
に
迷
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
ど
こ
か
ら
か
一
羽
の
白
い
鳥
が
飛
ん
で
き
ま
し
た
。「
こ
れ
は
吉
兆
」

と
武
尊
は
鳥
が
飛
び
去
っ
た
方
角
へ
進
み
、
迷
い
道
を
抜
け
出
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の

地
は
白
鳥
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
武
尊
は
八
幡
、
片
山
か
ら
梅
谷
を
越
え
て
伊
吹
山
に
入
り
賊
を
退
治
し
ま
し
た
が
、
賊

の
毒
に
よ
っ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
白
鳥
の
人
々
は
こ
れ
を
悲
し
み
、
白
髭
神
社
（
今
の

白
鳥
神
社
）
を
建
て
、
武
尊
を
祀
り
ま
し
た
。

　
時
は
流
れ
て
江
戸
時
代
、
白
髭
神
社
の
境
内
の
一
角
か
ら
泉
が
湧
き
出
て
、
泉
に
神
楽

の
面
が
浮
き
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
驚
い
た
村
人
た
ち
は
、
神
楽
面
を
神
社
の
宝
に
し
て

大
切
に
保
管
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
こ
の
地
方
で
大
干
ば
つ
が
あ
り
、
連
日
の
日
照

り
で
草
木
は
枯
れ
、
水
田
が
干
上
が
っ
て
白
く
割
れ
る
ほ
ど

で
し
た
。
困
っ
た
村
人
た
ち
は
、
神
社
に
集
ま
っ
て
雨
乞
い

を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
村
役
の
権
九
郎
と
い

う
人
が
、「
神
社
の
境
内
に
泉
が
湧
い
た
と
き
、
い
っ
し
ょ
に

出
て
き
た
神
楽
の
面
を
つ
け
て
踊
っ
た
ら
、
神
様
が
喜
ん
で

雨
を
振
ら
せ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ん
」
と
言
い
出
し
ま
し

た
、

　
そ
の
夜
、
神
楽
面
を
か
ぶ
っ
て
夜
の
更
け
る
の
も
忘
れ
て

踊
っ
て
い
る
と
、
東
の
空
が
白
む
こ
ろ
、
黒
い
雲
が
覆
っ
て
、

に
わ
か
に
叩
き
つ
け
る
よ
う
な
激
し
い
雨
が
降
っ
て
き
ま
し

た
。
雨
は
一
昼
夜
続
き
、
草
木
は
息
を
ふ
き
か
え
し
、
水
田

に
水
が
た
ま
り
ま
し
た
。
有
難
い
霊
験
に
村
人
た
ち
は
涙
を

流
し
て
喜
び
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
は
、
こ
の
神
楽
の
舞
を
毎
年
四
月
一
日
に
奉
納
す
る
習
わ
し
と
な
り
ま
し
た
。

神
楽
舞
は
村
か
ら
村
へ
と
伝
わ
り
、
隣
村
の
催
事
や
お
祭
り
に
頼
ま
れ
て
踊
る
よ
う
に
な

り
、「
白
鳥
神
楽
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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踏車排水路

揚程約 30ｃｍ 幅約 15ｍ間隔

10 台を段々に一列に配置し、それを
5列並べ 3ｍの高さまで排水。

高さ約 3ｍ

ぽ ん ぷ

ふみぐるま

い　ざわ　や　そ　 べ　 え


