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木
曽
川
水
没
遺
跡

昭
和
四
一
年（
一
九
六
六
）一
月
か
ら
二
月

に
か
け
て
、木
曽
川
の
異
常
渇
水
に
よ
り
川
底

の
一
部
が
露
出
し
、水
没
し
た
遺
跡
の
存
在
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。弥
生
後
期
に
属
す
る
土
器

が
発
見
さ
れ
た
ほ
か
、土
師
器
・
須
恵
器
も
数

多
く
採
集
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
木
曽
川
水
没
遺

跡
の
ほ
か
、市
内
の
微
高
地
か
ら
弥
生
時
代
か

ら
中
世
の
土
器
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、早
い
時

期
か
ら
集
落
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

荒
野
の
開
発
と
鍛
冶
・
製
鉄

古
代
律
令
下
の
尾
西
市
域
は
尾
張
国
中
島

郡
に
属
し
て
い
た
よ
う
で
、そ
の
後
、伊
勢
神
宮

領
と
し
て
、御お

母も

板い
た

倉ぐ
ら

御
厨
、笑の

生ぶ

御
厨
、加
野

御
厨
な
ど
が
置
か
れ
ま
し
た
。

承
久
の
乱（
一
二
二
一
）に
京
方
に
つ
い
た

た
め
、一
時
所
領
を
没
収
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

た
中
島
氏
一
族
に
よ
っ
て
、鎌
倉
時
代
こ
の
辺

り
一
円
は
支
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
。元
応
二
年

（
一
三
二
〇
）の
文
献
に
よ
れ
ば
、鎌
倉
幕
府
御

家
人
で
あ
っ
た
中
島
正
介

し
ょ
う
の
す
け
入
道
承
念
の
所
領

に
は
、「
阿
古
江
」（
現
尾
西
市
明
地
の
阿
古
井

地
区
）「
曽
不
江
」（
現
尾
西
市
上
祖
父
江
・
中

島
郡
祖
父
江
町
祖
父
江
）「
興
郷
」

お
こ
し
の
ご
う（
現
尾
西

市
起
）な
ど
が
あ
り
、こ
と
に
阿
古
江
は
中
島

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
記
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尾
西
市
は
、木
曽
川
中
流
左
岸
の
濃
尾
平
野
の
中
心

地
に
あ
り
、古
く
か
ら
河
川
の
氾
濫
で
村
の
興
廃
が
は

な
は
だ
し
か
っ
た
地
域
で
す
。近
世
か
ら
治
水
事
業
は
盛

ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。ま
た
、美
濃
路
の
起
宿
を
擁
す

る
流
通
拠
点
と
し
て
も
成
長
。現
在
は
、日
本
最
大
級

の
毛
織
物
生
産
地
と
し
て
発
展
を
遂
げ
て
い
ま
す
。

氏
の
有
力
な
所
領
で
し
た
。

中
世
の
尾
西
地
域
は
古
木
曽
川
の
分
流
が

乱
流
し
て
い
た
た
め
、「
荒
野
」で
あ
っ
た
地
域

が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。こ
の「
荒
野
」と
は
未
開

の
荒
野
で
は
な
く
、荒
廃
し
た
既
耕
地
や
開
発

予
定
地
の
こ
と
で
、開
発
・
再
開
発
の
対
象
と

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

中
で
も
阿
古
江
は
幾
度
と
な
く
開
発
、荒

廃
、再
開
発
を
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
。慶
長
一

四
年（
一
六
〇
九
）、幕
府
重
臣
の
伊
奈
備
前

守
忠
次
の
許
可
に
よ
り
新
田
が
開
発
さ
れ
た

と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
新
田
開
発
に
は
長
い
年
月
を

要
し
て
お
り
、
中
世
の
尾
張
・
美
濃
で
は
、
荘

園
領
主
に
納
入
す
る
年
貢
は
米
よ
り
も
む
し

ろ
、
絹
・
糸（
生
糸
）・
綿（
真
綿
）が
大
部
分
を

占
め
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
木
曽
川

氾
濫
原
で
あ
っ
た
尾
西
地
域
は
、
早
く
か
ら

桑
作
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

ま
す
。

ま
た
、尾
西
市
冨
田
字
上
本
郷
辺
り
を
古

く
か
ら
千
軒
鍛
冶
跡
と
伝
え
、鉄
滓
て
っ
し

や
木
炭
な

ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。鉄
の
原
鉱
は
木
曽
川

か
ら
採
取
さ
れ
る
砂
鉄
で
、刀
鍛
冶
だ
け
で
は

な
く
、釜
や
鍋
も
鋳
造
し
て
い
た
よ
う
で
す
。そ

の
後
、鍛
冶
職
人
た
ち
は
美
濃
の
関（
岐
阜
県

関
市
）へ
移
転
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、関
で

中
島
郡
祖
父
江
町
と
接
し
て
い
ま
す
。

尾
西
市
は
高
い
所
で
七
ｍ
、低
い
所
で
四
ｍ
。

高
地
は
河
川
の
氾
濫
の
際
で
き
た
自
然
堤
防
の

跡
と
み
ら
れ
、ほ
と
ん
ど
が
平
坦
地
で
す
。江
戸

期
以
前
は
、木
曽
八
流
と
い
わ
れ
る
流
れ
が
蛇

行
し
、氾
濫
に
よ
る
集
落
の
興
廃
が
は
な
は
だ

し
か
っ
た
地
域
で
す
。市
の
中
ほ
ど
を
北
か
ら
南

に
か
け
て
日
光
川
が
流
下
し
て
い
ま
す
。

江
戸
中
期
か
ら
農
間
余
業
と
し
て
の
綿
織

物
や
絹
綿
交
織
物
の
生
産
が
盛
ん
に
な
り
、尾

張
縞
と
し
て
全
国
市
場
に
進
出
、以
後
国
内
最

大
級
の
毛
織
物
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。市
名
は
、古
く
か
ら
こ
の
地
方
一

帯
を
示
す
言
葉
で
も
あ
っ
た
尾
西（
尾
張
西
部
）

か
ら
取
ら
れ
ま
し
た
。

木
曽
川
と
と
も
に

歴
史
を
重
ね
た
尾
西
市

中島郡 
祖父江町 

稲沢市 

一宮市 

岐阜県 

上祖父江 

東加賀野井 
蓮池 

玉野 

西萩原 

冨田 

東
海
北
陸
自
動
車
道 

名神高速道路 

JR東海道新幹線 

東五城 

小信中島 
濃尾大橋 

開明 

篭屋 

三条 

宮
田
用
水 

野
府
川 

日
光
川 

木
曽
川 

領
内
川 

小信川 

尾
西
市
の
あ
ら
ま
し

木
曽
川
・
長
良
川
・
揖
斐
川
の
三
川
は
濃
尾

平
野
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し

た
が
、
尾
西
市
は
木
曽
川
が
流
出
す
る
土
砂

堆
積
で
形
成
さ
れ
た
土
地
で
す
。
愛
知
県
北
西

端
、
木
曽
川
中
流
左
岸
の
濃
尾
平
野
の
中
心

地
に
あ
た
り
、
西
は
木
曽
川
を
は
さ
ん
で
岐
阜

県
羽
島
市
、
北
東
は
一
宮
市
、
南
は
稲
沢
市
・
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（
一
五
七
四
）、尾
張
国
中
の
道
を
年
に
三
回
修

築
す
る
こ
と
、橋
は
先
例
に
よ
り
架
設
し
た
地

元
に
修
繕
さ
せ
る
こ
と
、用
水
導
入
路
の
維
持

を
厳
重
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
命
じ
ま
し
た
。

一
方
、同
年
正
月
二
四
日
に
は
、祖
父
江
秀

重
に
、中
島
郡
内
一
一
郷
を
し
て
道
根
・
横

野
堤
を
築
造
さ
せ
る
よ
う
督
促
し
て
い
ま

す
。こ
の
堤
は
、古
木
曽
川
分
流（
現
日
光
川
）

左
岸
の
一
宮
市
萩
原
町
築
込、

つ
き
こ
み

、
同
西
御
堂
か

ら
稲
沢
市
生
出
は
い
で
・
横
野
あ
た
り
、現
尾
西
市

玉
野
の
対
岸
に
築
か
れ
た
も
の
で
、以
後
毎

年
修
理
す
る
よ
う
命
じ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、尾
張
を
所
領
し
た
織
田
信
雄
も
父
の

政
策
を
継
承
し
、信
長
が
築
か
せ
た
堤
を
さ
ら

に
北
方
に
延
長
さ
せ
る
工
事
を
実
施
し
て
い
ま

す
。し
か
し
、天
正
一
三
年
の
大
地
震
と
翌
年

六
月
の
大
洪
水
に
よ
り
、木
曽
川
の
流
路
は
ほ

ぼ
現
在
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
し
た
。

豊
臣
秀
吉
の
治
水
事
業

天
正
一
四
年
の
大
洪
水
に
よ
り
、起
村
の
西

方
に
あ
っ
た
海
老
海
道
村
は
川
底
に
姿
を
消

し
、加
賀
野
井
村
は
二
分
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、

尾
張
中
島
郡
の
中
央
を
木
曽
川
が
貫
い
た
た

め
、木
曽
川
を
国
境
と
し
て
、尾
張

と
美
濃
の
両
国
に
中
島
郡
が
存
在

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
大

洪
水
に
よ
って
土
地
や
家
を
失
っ
た

農
民
た
ち
は
、両
岸
の
川
沿
い
に
住

居
を
移
す
か
、新
し
い
土
地
を
探

し
て
移
動
し
ま
し
た
。

織
田
信
長
に
代
わ
っ
て
天
下
人

と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
は
、い
わ
ゆ
る

太
閤
検
地
を
行
っ
た
後
、文
禄
二

年（
一
五
九
三
）に
は
尾
張
領
内

の
荒
廃
地
を
調
査
し
て
開
発
の
準

備
や
、堤
防
の
修
築
を
行
う
が
、こ
の
場
合
、働

き
に
出
た
農
民
た
ち
に
飯
米
を
支
給
す
る
こ
と

を
定
め
て
い
ま
す
。

生
産
力
を
強
化
し
恒
常
的
な
年
貢
米
を
確

保
す
る
た
め
に
は
、農
民
に
力
を
つ
け
、飯
米
を

支
給
し
て
労
働
に
よ
る
所
得
を
保
証
し
働
く
機

会
を
与
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。堤
防
修
築

に
よ
る
治
水
事
業
に
よ
っ
て
新
田
開
発
を
図

り
、
増
収
を
意
図
し
た
の
で
し
た
。

こ
う
し
て
、文
禄
三
年
正
月
早
々
か
ら
西
尾

張
、西
美
濃
方
面
の
農
民
た
ち
が
木
曽
川
堤
防

修
築
事
業
に
参
加
、そ
の
報
酬
と
し
て
一
日
五

合
の
米
が
支
給
さ
れ
ま
し
た
。

修
築
事
業
は
同
年
四
月
末
に
は
終
わ
っ
た
よ

う
で
す
が
、改
修
し
た
堤
の
規
模
は
、中
島
郡
堤

約
五
万
八
千
間
、工
事
人
夫
は
約
六
千
人
と

あ
り
。数
字
に
や
や
疑
問
も
あ
り
ま
す
が
、河

川
の
小
規
模
修
築
を
も
含
め
た
も
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
し
ろ
秀
吉
が
大
洪
水
よ
り
七
年
目

に
新
し
く
出
現
し
た
木
曽
川
の
本
格
強
化
を

図
っ
た
の
は
、木
曽
の
山
林
か
ら
搬
出
さ
れ
る
木

材
流
通
路
を
確
保
す
る
た
め
、ま
た
、尾
張
平

野
の
洪
水
被
害
を
防
止
す
る
治
水
工
事
の
強

化
に
よ
り
生
産
性
の
向
上
と
新
し
い
耕
地
開
発

を
展
望
し
て
巨
額
資
金
を
投
下
し
た
の
で
し

た
。
こ
の
修
築
事
業
で
廃
川
と
な
っ
た
跡
地（
河

川
敷
）は
新
田
と
し
て
開
発
さ
れ
、
古
川
新
田

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
木
曽
川
と
い

う
名
称
が
こ
の
頃
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
も
、こ
の
川
の
成
立
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
堤
防
の
修
築
工
事
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ

た
よ
う
で
、
福
島
正
則
が
清
洲
城
主
と
な
っ
た

文
禄
四
年
以
後
、
秀
吉
の
四
奉
行
が
、
木
曽
川

だ
け
に
限
ら
ず「
所
々
」の
堤
防
の
切
れ
所
を
修

築
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

秀
吉
の
治
水
事
業
は
未
曾
有
の
大
工
事
で

あ
り
、こ
れ
が
尾
張
の
農
民
に
与
え
た
利
益
は

多
大
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

御
囲
堤
と
改
修
工
事

関
ヶ
原
の
合
戦
以
降
、尾
西
市
域
は
全
域
尾

張
藩
領
と
な
り
ま
し
た
。

慶
長
一
三
年（
一
六
〇
八
）に
は
、伊
奈
備
前

守
忠
次
を
総
奉
行
と
し
て
、現
在
の
犬
山
市
か

ら
海
部
郡
弥
富
町
に
至
る
、木
曽
川
左
岸
に
延

長
約
五
〇
㎞
に
及
ぶ
大
堤
防
の
築
堤
工
事
が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。工
事
期
間
は
二
年
、い
わ

ゆ
る「
御
囲
堤
」の
築
造
で
す
。こ
の
大
工
事
に

よ
り
数
多
く
あ
っ
た
木
曽
川
の
支
流
は
ふ
さ
が

れ
、本
流
一
本
の
木
曽
川
と
な
り
ま
し
た
。

築
堤
工
事
の
際
、尾

西
市
域
内
に
お
い
て

は
、小
信
と
起
の
境
で

小こ

信の
ぶ

川（
五い
つ

城し
ろ

川
）と

加
賀
野
井
川
の
二
派

に
分
流
し
て
い
た
の
を
、

小
信
川
を
築
止
め
加

賀
野
井
川
を
開
拡
し

て
幹
川
と
し
、現
在
の

刀
鍛
冶
が
始
ま
る
の
が
元
応
年
間（
一
三
一
九

〜
二
一
）の
た
め
、移
転
の
時
期
は
鎌
倉
時
代

末
頃
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

鍛
冶
・
製
鉄
の
衰
退
に
は
木
曽
川
か
ら
直
接

砂
鉄
を
得
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
、さ
ら
に
天
正
一
四
年（
一
五
八
六
）の
木
曽

川
の
大
洪
水
に
よ
り
、全
く
姿
を
消
し
た
と
推

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

織
田
信
長
の
治
水
事
業

中
島
氏
に
代
わ
り
こ
の
地
で
勢
力
を
拡
大
し

た
の
が
織
田
氏
で
す
。そ
の
台
頭
以
前
に
、中
島

氏
の
居
館
と
菩
提
寺
で
あ
る
長
隆
寺（
現
一
宮

市
）は
兵
火
と
と
も
に
炎
上
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

織
田
氏
の
勢
力
拡
大
と
と
も
に
家
臣
団
の

所
領
が
尾
張
各
地
に
散
在
し
ま
し
た
が
、天
文

一
八
年（
一
五
四
九
）信
秀
の
判
物（
氷
室
家

文
書
）に
よ
る
と
、市
域
の
玉
野
は
織
田
氏
の
直

轄
地
で
し
た
。ま
た
、加
賀
野
井
に
居
館
を
構

え
て
い
た
加
賀
野
井
弥
八
も
勢
力
を
ふ
る
っ
て

い
ま
し
た
。

天
下
を
掌
握
し
た
織
田
信
長
は
、天
正
二
年

木 

曽 

川 

三重県 
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長 
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尾 
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■信長の築堤関係地図 

法花寺 

中平 
船
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（
現
日
光
川
） 

は動員された郷村 
（ただし上畑郷は比定未詳） 

古 

木 

曽 

川 

分 

流 

馬踏 

犬走 

敷 

沈枠 

水 
馬踏 
高さ 

外
法 犬走 高

さ 

ば 

いぬばしり 

そ
と
の
り 

内
法 

う
ち
の
り 

ふみ 

しき 

10.9m～18.2m 
9.1m～14.5m

犬走 5.4m内外 

御囲堤構造略図
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一
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。
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で
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が
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範
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万
全
を
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こ
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ず
、天
明
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間（
一
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八

一
〜
八
九
）に
至
り
、当
地
の
堤

防
が
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よ
い
よ
危
険
と
な
り
ま
し
た
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こ
で
天

明
二
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一
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天
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右
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築
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工
事
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い
ま
し
た
。し
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し
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信
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築
止
め
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水
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た
り
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な
り
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々
河
床
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防
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損
が
著
し
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で
危
険
に
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ら
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
た
め
、尾
張
藩
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寛
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三
年（
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七
九
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改
修
工
事
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、堤
防

上
の
家
屋
を
全
部
移
転
さ
せ
、三
尺（
約
九
〇

㎝
）を
嵩
上
げ
し
、次
い
で
寛
政
一
一
年
に
も
改

修
工
事
を
行
い
ま
し
た
。

御
囲
堤
は
当
時
と
し
て
は
わ
が
国
最
大
級

の
大
堤
防
で
し
た
。
築
造
に
あ
た
っ
て
人
柱
と

な
っ
た
与
三
兵
衛

よ

そ

べ

え（
与
三
よ

そ

）の
伝
説
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

美
濃
路
と
起
宿

江
戸
時
代
、尾
西
市
域
を
走
る
美
濃
路
は

東
海
道
宮
の
宿（
熱
田
）と
中
山
道
垂
井
宿
を

結
ぶ
重
要
な
脇
街
道
で
し
た
。慶
長
五
年（
一

六
〇
〇
）に
整
備
さ
れ
た
起
宿
は
美
濃
路
の
中

で
も
主
要
な
宿
場
町
で
し
た
。こ
の
辺
り
の
木

曽
川
は
起
川
と
呼
ば
れ
、渡
し
場
が
置
か
れ
て

人
や
馬
を
渡
し
ま
し
た
が
、時
に
川
留
め
と
な

り
旅
人
が
宿
に
あ
ふ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

城
下
町
名
古
屋
を
中

心
と
す
る
領
国
経
済
の

発
展
に
伴
っ
て
、木
曽
川

は
商
品
輸
送
路
と
し
て

濃
尾
平
野
の

大
動
脈
と
な

り
、起
湊
は
、

商
品
荷
物
の

集
荷
地
点
と

し
て
背
後
の

集
落
の
消
費

生
活
を
支
え

る
湊
町
と
し

て
も
栄
え
ま

し
た
。幕
末
頃

に
は
、中
野
渡
し
や
駒
塚
渡
し
も
商
い
の
船
で

に
ぎ
わ
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
起
渡
船
場
と
美
濃
路
に
つ
い
て
は
V
O
L
45
で

特
集
し
て
い
ま
す
。

伊
勢
神
宮
の
御
神
木
川
下
げ

伊
勢
神
宮
は
古
来
か
ら
式
年
遷
宮
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
戦
国
時
代
に
は
一
時
中
断
さ

れ
ま
し
た
が
、
天
正
年
間
織
田
信
長
が
復
興
、

御
造
営
の
用
材
を
木
曽
山
田
立
村
に
求
め
ま

し
た
。
御
神
木
の
流
通
路
に
は
木
曽
川
を
利

用
、
錦
織
よ
り
犬
山
・
円
城
寺
を
経
て
二
ッ
屋

（
尾
西
市
域
）ま
で
筏
下
げ
し
、
二
ッ
屋
よ
り
伊

勢
大
湊
ま
で
船
ま
た
は
筏
で
輸
送
し
て
い
ま
し

た
。明

治
時
代
に
入
る
と
二
ッ
屋
は
廃
止
さ
れ
、

代
わ
っ
て
起
渡
船
場
付
近
に
停
泊
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

御
神
木
の
奉
迎
の
準
備
と
し
て
は
、
休
泊
所

で
あ
る
金
刀
比
羅
神
社

河
戸
桟
橋
波
止
場
に
桟

橋
を
新
設
、
御
神
木
を

繋
留
す
る
た
め
に
青
竹

の
矢
来
を
組
み
、
そ
の

中
に
祭
壇
を
設
け
ま
し

た
。
こ
う
し
た
設
営
は

住
民
総
出
で
行
い
、
当
日
は
奉
祝
の
煙
火
が
打

ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

織
物
業
の
発
展
と
交
通
網
の
整
備

尾
西
市
の
近
世
を
特
色
づ
け
る
も
う
ひ
と
つ

は
、
綿
織
物
の
展
開
で
す
。
京
都
か
ら
技
術
を

伝
え
て
寛
大
寺
縞
や
桟
留
縞
を
農
間
に
織
り

出
し
、
幕
末
頃
に
は
絹
綿
交
織
の
結
城
縞
を
産

出
し
、
尾
張
縞
の
名
で
全
国
に
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

明
治
に
入
って
織
物
生
産
物
は
多
様
化
し
絹

綿
交
織
の
全
盛
期
を
迎
え
ま
し
た
が
、
明
治
二

四
年（
一
八
九
一
）の
濃
尾
地
震
で
多
く
の
工

場
や
織
機
が
損
傷
し
、
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
後
、バッ
タ
ン
機
が
普
及
し
、
毛
糸
の
着
尺

用
セ
ル
や
四
幅
の
洋
服
地
毛
織
物
を
展
開
し
、

尾
西
毛
織
物
の
基
盤
を
形
成
し
ま
し
た
。
第
二

次
世
界
大
戦
後
、
衣
料
不
足
に
よ
っ
て
農
村
部

に
も
機
業
が
浸
透
し
、全
国
最
大
級
の
毛
織
物

生
産
地
に
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。

尾
西
市
域
に
鉄
道
が
開
通
し
た
の
が
明
治

三
三
年（
一
九
〇
〇
）の
こ
と
。
こ
れ
に
先
立
ち

関
西
鉄
道(

現
Ｊ
Ｒ
関
西
本
線)

が
計
画
さ
れ
ま

し
た
が
津
島
を
経
由
し
な
い
こ
と
が
判
明
す
る

と
、
地
元
篤
志
家
が
尾
西
鉄
道
を
発
起
。
明

治
二
九
年（
一
八
九
六
）に
は
弥
富
〜
一
宮
間
、

二
四
㎞
に
対
し
仮
免
許
が
下
り
、
明
治
三
三

年
、
弥
富
〜
新
一
宮
間
が
全
通
し
ま
し
た
。
こ

の
区
間
は
、
尾
張
地
方
で
最
も
歴
史
の
あ
る
私

鉄
で
、
平
成
一
〇
年
に
は
開
業
百
年
を
迎
え
ま

し
た
。

現
在
の
尾
西
市
が
誕
生
し
た
の
は
昭
和
三
〇

年（
一
九
五
五
）。
翌
年
に
は
濃
尾
大
橋
が
完

成
し
、
羽
島
市
な
ど
への
交
通
ア
ク
セ
ス
が
便
利

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
市
域
を
走
る
交

通
網
は
、
北
部
の
名
鉄
尾
西
線
、
南
部
の
東
海

道
新
幹
線
、
名
神
高
速
道
路
な
ど
。
平
成
一

〇
年
に
は
東
海
北
陸
自
動
車
道
の
尾
西
Ｉ
Ｃ
が

完
成
、
同
年
一
二
月
に
は
、
東
名
・
名
神
・
東
海

北
陸
と
高
速
道

路
網
が
連
結
し
、

尾
西
か
ら
東

京
・
大
阪
・
北
陸

へ
の
ア
ク
セ
ス
が

ま
す
ま
す
快
適

に
な
り
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
記

3

ふるさとの街・探訪記

自普請図

起渡船場跡

金刀比羅社より見た起の渡し

伊勢神宮御神木の流送かせくり（渡玉毛織）

濃尾大橋開通・渡り初め
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日
光
川
と
近
世
の
悪
水
対
策

天
正
一
四
年（
一
五
八
六
）以
前
の
木
曽
川

は
、木
曽
八
流
と
呼
ば
れ
、主
な
流
域
だ
け
で

て
い
ま
し
た
。こ
れ
ら
は
す
べ
て
日
光
川
に
合
流

し
ま
す
が
、三
川
い
ず
れ
も
昔
は
幅
五
〇
間（
九

〇
ｍ
）か
ら
百
間（
一
八
〇
ｍ
）も
あ
る
大
河
で
、

そ
の
名
残
り
を
今
も
農
地
に
と
ど
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
河
川
に
加
え
、江
川
と
称
す
る
細
長

い
大
池
が
あ
り
、し
か
も
下
流
の
浚
渫
が
な
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、豪
雨
の
度
に
各
河
川
は

氾
濫
し
、大
き
な
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
し
た
。

各
河
川
を
集
め
る
日
光
川
に
は
古
来
か
ら

完
全
な
堤
防
は
な
く
、屈
曲
狭
窄
が
は
な
は
だ

し
い
河
川
で
し
た
。

し
か
も
下
流
の
玉
野
及
び
西
島
地
帯
に
あ

っ
て
は
、俗
に
七
曲
が
り
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、迂

回
屈
折
し
て
い
た
た
め
流
下
が
著
し
く
阻
害
さ

れ
、土
砂
の
堆
積
を
誘
致
し
、天
井
川（
川
床
が

周
辺
の
土
地
よ
り
高
い
河
川
の
こ
と
）の
様
相

を
呈
し
て
い
ま
し
た
。し
か
も
上
流
の
野
府
川

は
幅
が
七
八
間（
約
一
四
〇
ｍ
）も
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、支
派
川
を
合
流
し
た
下
流
に
お
い

て
は
、新
田
開
発
の
た
め
に
耕
地
化
さ
れ
て
川

幅
は
ぐ
ん
と
狭
く
な
り
、そ
の
幅
は
半
分
の
三

四
間
に
。し
た
が
っ
て
一
旦
豪
雨
に
あ
う
と
水

は
川
か
ら
あ
ふ
れ
、沿
岸
三
里
、約
四
百
町
歩

の
地
帯
は
湛
水
数
日
に
及
び
、悪
水
が
逆
流
す

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。

嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）に
は
、玉
野
等
の
集

落
で
河
川
改
修
の
要
望
が
起
こ
り
、地
方
村
々

八
流
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す（
七
流
と
い
う

説
も
）。尾
西
市
域
に
は
、八
流
の
内
、日
光
川

（
古
川
・
萩
原
川
）と
野
府
川
が
あ
り
、木
曽
川

か
ら
分
流
し
た
五
城
川（
小
信
川
）が
流
下
し

代
表
で
出
願
さ
れ
ま
し
た
。官
の
調
査
の
結
果
、

従
来
の
幅
員
約
五
間
を
一
〇
間
と
す
べ
く
許
可

が
下
り
、自
普
請
に
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
状
況
は
あ
ま
り
改
善
さ
れ
ず
、板
倉

の
伊
藤
甚
平
が
改
修
を
率
先
し
て
主
唱
し
ま

し
た
。約
千
人
の
農
民
を
動
員
し
て
、第
一
着

手
と
し
て
萩
原
町
戸
苅
の
曲
所
を
改
修
し
、第

二
に
玉
野
西
島
の
七
曲
を
着
工
し
よ
う
と
す

る
時
、停
止
を
厳
命
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
は
尾
張

藩
の
許
可
を
得
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
、甚
平
は

牢
獄
に
入
れ
ら
れ
た
後
、追
放
さ
れ
た
よ
う
で

す
。一
説
に
は
改
修
に
ま
で
及
ば
ず
、板
倉
付
近

の
悪
水
の
停
滞
に
耐
え
か
ね
て
、下
流
日
光
川

の
堤
防
を
切
り
放
し
た
た
め
、暴
挙
と
し
て
厳

罰
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
下
、す
で
に
藩
政
時
代
か
ら

悪
水
組
合
が
組
織
さ
れ
て
お
り
、常
に
排
水
に

勤
め
て
い
ま
し
た
が
、大
き
な
成
果
は
得
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

排
水
路
を
完
成
さ
せ
た
水
野
儀
左
衛
門

天
保
一
〇
年（
一
八
三
九
）水
野
儀
左
衛
門

は
板
倉
村
に
生
ま
れ
ま
し
た
。板
倉
は
古
川
と

野
府
川
、五
城
川
と
日
光
川
が
合
流
す
る
地

点
。古
来
、北
方
か
ら
排
水
が
流
入
し
、長
雨
や

豪
雨
の
時
は
、耕
地
一
帯
が
浸
水
し
、そ
の
被

害
は
多
大
で
し
た
。

日
光
川
は
往
古
の
木
曽
八
流
の
ひ
と
つ
。尾
西
市
域
で

野
府
川
・
五
城
川
が
合
流
し
、豪
雨
の
た
び
に
氾
濫
し
、

悪
水
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
ま
し
た
。藩
政
時
代
に
は

す
で
に
悪
水
組
合
が
組
織
さ
れ
、改
修
工
事
も
行
わ
れ

ま
し
た
が
、大
き
な
成
果
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。明

治
時
代
に
入
る
と
蘇
東
耕
地
整
理
事
業
を
実
施
、現

在
は
日
光
川
放
水
路
事
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
光
川
改
修
の
歴
史
的
変
遷

AREA  REPORT

墨
俣 

竹
鼻 

駒
塚 

冨
田 西
五
城 

東
五
城 

起 中
島 

三
条 

板
倉 

北
今 

一
宮 小

牧 岩
倉 

布
袋 

古
知
野 

高
野 

般
若 

山
那 

犬山 
木津 

前
渡 

宮
田 

大
野 浅

井 

馬
引 

馬
寄 

篭
屋 

野
府 

黒
田 

萩
原 

稲
沢 

国
府
宮 

加
賀
野
井 

小
信 

大
浦 

笠
松 

加
納 ■天正14年以前木曽川流路図（富田風土記） 

（二の枝） 

（二の枝） 

（三の枝） 
境
川 

青
木
川 

五 

長
良
川 

石 

枕 

川 

古 

浅 井 川 

般 

般 

若 

若 

川 

川 

条 

川 

古
川 

野府川 

黒田川 

三宅川 

美濃国 

尾張国 

木
曽
川 

領
内
川 

日
光
川 

大
江
川 

五
条
川 
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被
害
の
多
い
萩
原
町
戸
苅
や
玉
野
・
西
島
で
許

可
を
得
ず
小
堤
防
を
造
って
い
た
た
め
、上
流
の

町
村
よ
り
こ
れ
を
除
去
す
る
よ
う
訴
え
が
あ

り
、郡
は
こ
れ
を
除
去
す
る
よ
う
に
命
じ
ま
し

た
。こ
う
し
た
状
況
下
、明
治
三
九
年（
一
九
〇

六
）に
は
、日
光
川
改
修
を
目
的
と
し
て
蘇
東

耕
地
整
理
組
合
発
起
人
会
を
朝
日
村
の
興
安

寺
に
お
い
て
開
催
、事
務
所
を
萩
原
町
の
實
光

寺
に
設
置
し
ま
し
た
。明
治
四
〇
年
に
は
愛
知

県
知
事
に
施
工
認
可
を
申
請
し
、つ
い
に
許
可

を
得
ま
し
た
。

明
治
四
一
年
の
起
工
式
か
ら
昭
和
初
期
に

か
け
て
、日
光
川
、野
府
川
の
改
修
、用
水
の
整

備
、耕
地
の
整
理
が
行
わ
れ
、そ
の
た
め
の
詳
細

な
図
面
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

工
事
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
大
正
七
年（
一
九
一

八
）、記
念
碑
を
建
設
。昭
和
一
一
年（
一
九
三

六
）二
月
に
は
事
業
が
完
了
し
、組
合
は
解
散

し
ま
し
た
。こ
の
三
〇
年
に
も
及
ぶ
事
業
に
よ

り
、多
く
の
住
民
は
水
害
か
ら
解
放
さ
れ
ま
し

た
。昭
和
一

〇
年
に
は

引
き
続
き

地
内
の
灌

漑
及
び
排
水
を
行
い
、

整
理
事
業
を
いっ
そ
う

効
果
的
な
も
の
に
す

る
た
め
に
、蘇
東
用
悪

水
普
通
水
利
組
合
が

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
の
日
光
川
改
修
事
業

《
昭
和
の
日
光
川
概
要
と
水
害
》

昭
和
二
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、日
光
川
の

改
修
は
定
期
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。と
い
う
の

も
日
光
川
流
域

は
、名
古
屋
市
に

近
接
す
る
地
理

条
件
か
ら
都
市

化
が
進
み
、農
地

が
宅
地
へ
と
姿
を
変

え
、従
来
保
有
し
て

い
た
保
水
遊
水
機
能

が
失
わ
れ
、洪
水
流

出
量
が
増
加
し
て
い

る
た
め
で
す
。こ
う
し

た
状
況
下
、昭
和
二

六
年
に
改
修
事
業
に
着
手
、以
来
、半
世
紀
に

わ
た
り
営
々
と
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の
間
、

昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
を
は
じ
め
幾
多

の
大
き
な
災
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。昭
和
三

六
年
六
月
二
四
日
の
集
中
豪
雨
は
、雨
量
計
で

四
四
五
㎜
を
記
録
、尾
西
市
の
八
割
が
泥
水
に

つ
か
り
、災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
、自
衛

隊
も
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、昭
和
四
九
年

七
月
の
豪
雨
で
は
床
下
浸
水
約
千
八
百
戸
、湛

水
面
積
約
一
万
二
千
ha
の
被
害
を
こ
う
む
り
、

昭
和
五
一
年
九
月
の
一
七
号
台
風
と
豪
雨
で

目
比
川
が
決
壊
、床
下
浸
水
約
四
千
六
百
戸
、

湛
水
面
積
、約
一
万
六
千
ha
の
被
害
が
あ
り
、

平
成
一
二
年
九
月
の
豪
雨
に
お
い
て
も
甚
大
な

被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

日
光
川
の
河
川
改
修
は
、
当
面
の
目
標
で
あ

る
五
年
に
一
度
の
確
率
で
降
る
と
さ
れ
る
豪
雨

へ
の
対
応
に
長
い
年
月
を
要
す
る
状
況
で
す
。

《
内
水
排
水
ポ
ン
プ
の
状
況
》

日
光
川
流
域
は
こ
の
地
方
有
数
の
穀
倉
地

帯
で
も
あ
り
、国
や
愛
知
県
に
よ
る
農
地
の
灌

漑
排
水
事
業
に
よ
り
、湛
水
排
除
の
た
め
の
排

水
施
設
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
は

急
速
な
地
盤
沈
下
に
よ
り
、海
抜
〇
ｍ
地
帯
は

流
域
の
半
分
ま
で
拡
大
し
、流
域
の
内
水
排
水

ポ
ン
プ
の
総
容
量
が
七
三
m3
／S（
昭
和
三
三

年
）か
ら
五
一
五
m3
／S（
平
成
四
年
）へ
と
急

増
し
て
お
り
、
今
後
も
増
加
す
る
と
予
想
さ

れ
て
い
ま
す
。

《
河
口
ポ
ン
プ
の
位
置
付
け
》

日
光
川
は
河
口
部
を
締
め
切
り
、水
門
を

設
置
す
る
こ
と
で
高
潮
と
洪
水
に
対
処
し
て
き

ま
し
た
。し
か
し
、昭
和
四
九
年
・
五
一
年
豪
雨

の
浸
水
被
害
、都
市
化
の
進
展
に
伴
う
流
出
量

の
増
大
及
び
地
盤
沈
下
に
よ
る
排
水
能
力
低

下
に
対
応
す
る
た
め
、昭
和
五
三
年
に
河
口
に

現
在
の
排
水
機
場
を
設
置
し
、高
潮
と
洪
水
に

対
処
し
て
い
ま
す
。

《
三
・
四
号
放
水
路
の
計
画
》

日
光
川
改
修
に
お
い
て
は
、流
下
能
力
が
不

足
し
て
い
る
中
下
流
部
へ
の
洪
水
流
量
の
低
減

及
び
中
上
流
部
の
悪
水
に
よ
る
被
害
の
解
消
を

図
る
洪
水
対
策
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

対
策
と
し
て
は
、ま
ず
河
道
拡
幅
案
が
基
本

と
な
り
ま
す
が
、こ
れ
ま
で
日
光
川
で
は
改
修

計
画
を
変
更
す
る
度
に
用
地
取
得
を
行
い
、河

道
拡
幅
や
堤
防
嵩
上
げ
を
三
度
も
繰
り
返
し

て
い
ま
す
。し
か
し
、度
重
な
る
河
道
拡
幅
は
、

多
く
の
土
地
利
用
者
の
理
解
と
莫
大
な
補
償

が
伴
う
上
、橋
梁
等
の
改
築
も
必
要
と
な
り
、

現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

次
に
考
え
ら
れ
た
の
は
、河
道
掘
削
案
で
し

た
。し
か
し
、現
在
の
計
画
は
、河
口
部
の
河
床

を
名
古
屋
港
と
同
じ
深
さ
ま
で
掘
り
下
げ
る

計
画
で
あ
り
、こ
れ
以
上
掘
削
し
て
も
効
果
が

得
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、洪
水
対
策
と
し
て
は
考

え
に
く
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

特
に
明
治
元

年（
一
八
六
八
）

の
入
鹿
切
れ

（
現
犬
山
市
）以

来
行
わ
れ
た
上

流
の
改
修
で
、年
々
被
害
が
増
大
し
ま
し
た
。儀

左
衛
門
は
排
水
の
必
要
性
を
唱
え
、私
費
を
投

じ
て
民
衆
を
動
か
し
、関
係
町
村
の
協
力
を
得

て
二
本
の
排
水
路
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。明
治

三
六
年（
一
九
〇
三
）、儀
左
衛
門
は
六
六
歳
で

亡
く
な
り
ま
し
た
が
、そ
の
徳
を
称
え
て
同
年

四
月
、三
条
字
郷
内
西
の
宅
地
の
一
角
に
、治

水
功
績
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

蘇
東
耕
地
整
理
組
合
事
業

日
光
川
流
域
で
は
近
世
よ
り
治
水
工
事
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、大
き
な
成
果
は
得
ら
れ

ず
、明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、改
修
工
事
の
必

要
性
を
数
度
に
渡
って
訴
え
て
き
ま
し
た
。改
修

が
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
の
は
明
治
中
旬
。明

治
二
二
年（
一
八
八
九
）に
は
、日
光
川
通
り

の
う
ち
、玉
野
・
西
島
地
内
の
修
築
の
必
要
性

を
、青
樹
中
島
郡
長
よ
り
愛
知
県
知
事
に
向
け

て
建
議
し
ま
し
た
。翌
年
に
は
日
光
川
水
路
で

水野儀左衛門の碑野府川・日光川の合流点（昭和5年）

昭和34年 伊勢湾台風・市役所の被害

三条の五色町（昭和36年集中豪雨被害）

蘇東改耕碑

昭和5年三条小学校隣にあった
蘇東耕地整理組合事務所
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さ
ら
に
、洪
水
の
一
部
を
貯
留
す
る
遊
水
地

案
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
が
、す
で
に
流
域
内
の

農
用
地
は
可
能
な
限
り
自
然
遊
水
効
果
を
見

込
ん
で
計
画
さ
れ
て
お
り
、数
十
ha
規
模
の
ま

と
ま
っ
た
用
地
を
必
要
と
す
る
遊
水
地
の
設
置

は
、社
会
的
影
響
が
大
き
く
現
実
性
が
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、日
光
川
の
洪
水
を

流
域
内
で
処
理
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、

洪
水
の
一
部
を
木
曽
川
へ
排
水
す
る
放
水
路
が

必
要
と
な
り
、現
在
、日
光
川
三
・
四
号
放
水

路
事
業
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

《
西
中
野
排
水
機
場
の
計
画
》

西
中
野
排
水
機
場
は
、愛
知
県
尾
西
市
西

中
野
地
区
に
建
設
中
の
排
水
機
場
で
す
。日
光

川
と
領
内
川
の
洪
水
時
に
、日
光
川
か
ら
の
三

〇
m3
／S
と
領
内
川
の
二
五
m3
／S
を
合
わ
せ
た

五
五
m3
／S
の
流
量
を
木
曽
川
へ
排
水
す
る
た

め
の
施
設
で
す
。機
場
本
体
部
分
と
前
池
部
分

と
管
理
ゲ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、平
成
一
六
年
二
月
の
竣
工
を
目
指

し
、工
事
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、こ
の
排
水
機
場
の
建
設
地
の
周
辺
に

は
、民
家
や
工
場
が
近
接
し
て
お
り
、低
騒
音
、

低
振
動
の
施
工
法
を
採
用
す
る
と
と
も
に
、地

下
水
を
低
下
さ
せ
な
い
で
掘
削
す
る
対
策
を
図

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、不
測
の

事
態
に
よ
り
周
辺

に
影
響
が
生
じ
な

い
よ
う
、地
下
水
の

観
測
孔
を
周
辺
に

設
置
し
、地
下
水

位
の
監
視
や
、
騒

音
・
振
動
測
定
を

施
工
に
先
立
っ
て
、

実
施
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
施
工

中
、施
工
後
に
お
い

て
も
調
査
を
行
い
、

施
工
に
よ
る
影
響

の
監
視
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

■3号・4号放水路計画流量配分図 

木曽川 

領
内
川 

日
光
川 

4号放水路 

かんがい 
排水事業 3号放水路 

55m3/s

90m3/s

35m3/s
30m3/s

240m3/s

210m3/s

5m3/s

10m3/s 5m3/s

15m3/s

広口池 

東加賀野井 

祖父江町 

上祖父江 

N

P

西中野樋管広口池

VOICE  GALLERYVOICE  GALLERY ボイス・ギャラリーは本誌へのご意見や地域の情報などを紹介するコーナーです。 

今回は多数のご意見の中から、次の皆様の声を紹介します。 

Ｖ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
①

多
摩
美
術
大
学
教
員

渡
部
一
二
さ
ん

農
業
土
木
の
水
利
遺
構
の
研

究
や
再
生
の
提
案
を
し
て
い
ま

す
。
木
曽
川
水
系
内
で
農
業
水

利
に
関
す
る
水
利
遺
構
が
ど
ん

な
形
で
残
って
い
る
の
で
知
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
の「
Ｋ
Ｉ

Ｓ
Ｓ
Ｏ
」を
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。

Ｖ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
②

愛
知
県
長
久
手
町
在
住

永
田
宏
さ
ん

前
号
よ
り
活
字
が
大
き
く
な

り
、読
む
の
が
楽
に
な
り
ま
し

た
。な
お
、次
の
件
を
お
願
い
し

ま
す
。

一
）
来
春
に
は
五
〇
号
に
な
り
ま

す
の
で
、
第
一
号
か
ら
の
総
目
次

（
索
引
）を
掲
載
し
て
く
だ
さ
い
。

以
後
は
一
〇
号
毎
に
そ
の
間
の
総

目
次
を
掲
載
し
て
い
た
だ
け
る
と

あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
）
木
曽
三
川
各
地
に
あ
る
発

電
所
に
つい
て
、創
設
の
経
緯
、建

設
時
の
苦
労
談
、
設
備
の
内
容

と
規
模
、
建
物
の
特
徴
な
ど
を
シ

リ
ー
ズ
で
掲
載
し
て
く
だ
さ
い
。

三
）
森
林
鉄
道
と
筏
流
し
に
つ
い

て
お
願
い
し
ま
す
。

Ｖ
Ｏ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
③

九
州
東
海
大
学
　
工
学
部
長

渡
辺
千
賀
恵
近
さ
ん

一
三
年
間
に
わ
た
り
本
巣
郡

真
正
町
内
に
住
ん
だ
こ
と
も
あ

り
、いつ
も「
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
」を
楽
し

く
か
つ
懐
か
し
く
拝
読
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

特
集「
川
と
街
道
」は
出
色
の

企
画
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。木

曽
川
は
、各
時
代
の
社
会
・
生

活
・
経
済
な
ど
に
、ど
の
よ
う
に
影

響
し
て
き
た
の
か
。そ
う
し
た
こ

と
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。

視
野
を「
河
川
」の
み
に
限
定
し

な
い
、こ
う
し
た
内
容
も
大
切
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。半
面
、読

者
は
各
号
ご
と
に
読
み
ま
す
の

で
、内
容
の
全
体
的
な
流
れ
が
つ

か
み
に
く
い
難
点
は
あ
り
ま
す
。

季
刊
の
宿
命
で
あ
り
ま
す
。そ
ろ

そ
ろ
一
冊
の
本
に
し
て
い
た
で
け

る
と
う
れ
し
い
の
で
す
が
。Ｃ
Ｄ
版

な
ら
ば
安
価
で
す
し
、教
材
と
し

て
も
使
い
や
す
い
で
し
ょ
う
か
。

【
編
集
部
か
ら
の
お
願
い
】

治
水
に
関
わ
る
記
念
碑
や
水

神
様
な
ど
の
資
料（
場
所
・
概

要
・
写
真
等
）を
ご
提
供
く
だ

さ
い
。

■
参
考
文
献

『
尾
西
市
史
』通
史
編
上
下
巻
平
成
一
〇
年
、

写
真
編
昭
和
六
〇
年
　
尾
西
市
役
所

『
起
町
史
』上
巻

昭
和
二
九
年

起
町
役
場
、

下
巻
　
昭
和
三
〇
年
　
尾
西
市
役
所

『
中
小
河
川
改
修
事
業
　
日
光
川
放
水
路

西
中
野
排
水
機
場（
仮
称
）』
愛
知
県

『
わ
た
し
た
ち
の
尾
西
市
　
教
師
用
資
料
集
』

平
成
一
四
年
　
尾
西
市
教
育
委
員
会



木
曽
川
の
恵
み
と
と
も
に

東
海
北
陸
自
動
車
道
の
一
宮
西
イ
ン
タ
ー

か
ら
西
へ
車
を
走
ら
せ
る
と
、ゆ
っ
た
り
と
流
れ

る
木
曽
川
が
美
し
い
水
面
を
み
せ
て
い
ま
す
。今

で
は
す
っ
か
り
穏
や
か
な
木
曽
川
も
、か
つ
て
は

木
曽
八
流
と
呼
ば
れ
た
暴
れ
川
。ひ
と
た
び
大

雨
が
降
れ
ば
濁
流
が
逆
巻
き
、大
切
な
家
も
田

畑
も
奪
い
去
っ
て
い
た
の
で
す
。木
曽
川
左
岸
に

今
も
名
残
り
を
と
ど
め
る
御
囲
堤
は
、桜
並
木

が
続
く
美
し
い
所
。大
き
な
犠
牲
を
払
っ
た
治

水
工
事
も
水
に
泣
い
た
人
々
の
涙
も
知
ら
ぬ
か

の
よ
う
に
、さ
わ
や
か
な
川
風
が
吹
き
抜
け
て

い
き
ま
す
。濃
尾

大
橋
に
程
近
い
、

冨
田
山
公
園
で

は
お
弁
当
を
広

げ
た
親
子
連
れ

が
の
ん
び
り
と
く

つ
ろ
い
で
い
ま
す
。

濃
尾
大
橋
は

毎
年
、迫
力
満

点
の
花
火
が
夜
空
を
焦
が
す
所
。一
方
で
氾
濫

を
巻
き
起
こ
す
水
も
、や
は
り
大
切
な
恵
み
の

水
で
す
。木
曽
川
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
、尾
張

で
も
有
数
の
夏
祭
り
を
育
て
上
げ
た
の
で
し
ょ

う
。こ
の
辺
り
は
ま
た
、昭
和
三
〇
年
代
ま
で
、

水
泳
場
だ
っ
た
所
。子
ど
も
た
ち
は
水
し
ぶ
き

を
あ
げ
て
は
し
ゃ
ぎ
回
り
、休
憩
所
で
は
お
母

さ
ん
た
ち
が
お
や
つ
の
ス
イ
カ
を
用
意
し
な
が

ら
、子
ど
も
た
ち
の
姿
を
ま
ぶ
し
そ
う
に
見
守

っ
て
い
ま
し
た
。

水
と
光
と
風
と
。
素
晴
ら
し
い
自
然
は
、
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、か
け
が
え
の
な
い
教
科
書

で
す
。
そ
し
て
自
然
と
い
う
ふ
と
こ
ろ
の
深
さ

が
、
日
本
を
代
表
す
る
女
性
た
ち
を
送
り
出

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
婦
人
運
動
家
と
し
て
大

き
な
功
績
を
残
し
た
市
川
房
枝
、「
女
流
ゴ
ッ

ホ
」と
称
さ
れ
る
三
岸
節
子
は
、
と
も
に
尾
西

市
出
身
で
す
。

婦
人
運
動
に
生
涯
を
捧
げ
た
市
川
房
枝

市
川
房
枝
は
、近
代
女

性
史
の
中
で
も
、ひ
と
き

わ
強
烈
な
光
芒
を
放
つ
巨

星
で
す
。そ
ん
な
房
枝
の
ニ

ッ
ク
ネ
ー
ム
の
一
つ
が「
だ
い
こ
ん
の
花
」。こ
れ
は

そ
の
ま
ま
随
筆
集
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
ま

す
が
、そ
の
あ
と
が
き
で
房
枝
は「
紫
の
花
で
は

な
く
、白
い
花
の
方
」と
こ
と
わ
り
、「
百
姓
の
娘

に
生
ま
れ
、何
の
化
粧
も
せ
ず
、泥
く
さ
い
、し

か
し
清
浄
を
の
ぞ
む
に
ふ
さ
わ
し
い
」と
書
い
て

い
ま
す
。尾
西
で
だ
い
こ
ん
の
栽
培
が
普
及
し
た

の
は
享
保
年
間（
一
七
一
六
〜
三
六
）。こ
の
頃

に
な
る
と
農
業
の
生
産
性
も
向
上
し
て
き
た
よ

う
で
す
。
ふ
る
さ
と
に
広
が
る
だ
い
こ
ん
畑
は
、

彼
女
の
原
点
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
房

枝
が
最
初
に
反
骨
精
神
を
あ
ら
わ
し
た
の
が
、

愛
知
県
立
第
二
師
範
学
校
の
四
年
生
の
頃
で

す
。
良
妻
賢
母
主
義
の
教
育
に
反
旗
を
ひ
る
が

え
し
、級
長
と
し
て
不
満
を
抱
く
全
同
級
生
二

八
人
を
指
揮
。「
愚
劣
な
良
妻
賢
母
主
義
に
対

す
る
不
満
二
八
ヶ
条
」を
つ
き
つ
け
て
、授
業
を

ボ
イ
コッ
ト
し
た
の
で
す
。後
に
房
枝
の
盟
友
と

な
る
平
塚
ら
い
て
う
も
、お
茶
の
水
高
女
時
代

に
良
妻
賢
母
主
義
に
凝
り
固
ま
っ
た
授
業
を
ボ

イ
コッ
ト
。日
本
を
代
表
す
る
二
人
の
女
性
運

動
家
は
奇
し
く
も
、学
生
時
代
か
ら
そ
の
頭
角

を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
一
致
し
て
い
た
の
で
す
。以

後
、名
古
屋
新
聞（
現
中
日
新
聞
）の
女
性
記

者
第
一
号
と
し
て
、ま
た
、平
塚
ら
い
て
う
と
と

も
に
戦
前
の
婦
人
運
動
を
リ
ー
ド
、戦
後
、参
議

院
議
員
に
ト
ッ
プ
当
選
し
た
こ
と
な
ど
、華
々
し

い
プ
ロ
フ
ィ
ル
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
す
。

し
か
し
、そ
ん
な
房
枝
に
も
彼
女
自
身「
格

子
な
き
牢
獄
」と
呼
ん
だ
、闇
の
時
代
が
あ
り

ま
し
た
。戦
後
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
追
放
令
の
発
令

で
す
べ
て
の
公
職
か
ら
追
放
さ
れ
た
時
の
こ
と

で
す
。そ
の
理
由
は「
言
論
国
報
会
」を
は
じ
め

数
々
の
公
職
に
就
き
、銃
後
の
戦
争
協
力
を
展

開
し
た
こ
と
な
ど
が
推
察
さ
れ
ま
す
が
真
相
は

闇
の
中
。と
も
あ
れ
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
婦
人
の
公

職
追
放
は
わ
ず
か
四
〜
五
人
。そ
の
中
に
名
を

連
ね
て
い
る
の
で
す
か
ら
、彼
女
の
存
在
が
い
か

に
大
き
か
っ
た
の
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 気

ま
ま
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明
治
と
い
う
時
代
を
、大
正
ロ
マ
ン
の
中
を
、駆
け
抜
け
た
女
性
た

ち
が
い
た
。内
な
る
情
熱
は
熱
く
、志
は
高
く
。決
し
て
夢
を
あ
き
ら

め
る
こ
と
な
く
、女
性
洋
画
家
と
し
て
、は
た
ま
た
婦
人
運
動
家
と

し
て
、光
彩
を
放
っ
た
の
で
あ
る
。市
川
房
枝
と
三
岸
節
子
。輝
く
女

性
た
ち
の
ふ
る
さ
と
は
、尾
西
市
。水
と
光
と
緑
に
あ
ふ
れ
た
こ
の
地

は
、豊
か
な
感
受
性
を
も
育
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。彼
女
た
ち
が
愛

し
た
ふ
る
さ
と
に
は
、木
曽
川
が
今
も
美
し
い
川
面
を
み
せ
て
い
る
。

尾
西
市
の
輝
く
女
性
た
ち

美しい風景が広がる木曽川

昭和30年頃の起の水泳場

市川房枝氏

↑川祭りのまきわら船
←起の川祭り（昭和10年頃の名鉄の広告）
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尾・西・市・の・歳・時・記
◆びさいまつり◆

日時：10月第4日曜日と前日　会場：市民会館～第一中学校
もともとは織物産業の発展を願って昭和40年から行
われてきた服飾文化祭（のちの産業まつり）。これを平成
元年に市民が主役のまつりにしたものが今の「びさいま
つり」。まつりを華やかに彩る織姫と童女は、毎年、市民
から選ばれる尾西美人ぞろいです。織姫のパレードの前
後に、手作りみこし、仮
装パフォーマンスが沿
道を盛り上げ、野外ステ
ージや特設会場では、
ショーや大道芸、ふるさ
と芸能大会など盛りだ
くさん。尾西人の情熱
が炸裂します。

●お問い合せ● 

◆尾西市役所◆ 
〒494-8601 尾西市東五城備前12番地 TEL 0586-62-8111（代） 

http://www.city.bisai.aichi.jp/

●交通のご案内● 
◆名古屋方面からお車をご利用の方 

◆名古屋方面から公共交通機関をご利用の方 

名古屋IC
東名・名神・東海北陸高速道路 

（約20分） 
（約10分） 

名鉄バス 
（約15分） 

一宮西IC

名古屋駅 ＪＲ尾張一宮駅 
名鉄一宮駅 

JR東海道本線・名鉄名古屋本線 
（約15分） 

尾
西
市 

尾西市　EVENT  INFORMATION

昭
和
二
五
年
、
追
放
を
解
除
さ
れ
た
房
枝

は
、コ
ス
モ
ス
が
咲
き
乱
れ
る
自
宅
の
前
で
、
新

聞
社
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
を
浴
び
ま
し
た
。
以
後
の
活

躍
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
事
実
で
す
。
そ

の
房
枝
が
晩
年
、「
占
領
政
策
に
は
功
罪
も
あ

る
が
、こ
と
婦
人
問
題
に
関
し
て
は
、そ
の
民
主

化
へ
の
実
現
と
い
う
点
で
、ア
メ
リ
カ
を
評
価
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
語
っ
て
い
ま
す
。「
権
力

の
上
に
眠
る
な
」。
こ
れ
は
房
枝
の
生
涯
を
貫
い

た
自
身
の
言
葉
。
晩
年
、
姉
た
ま
の
遺
産
が
市

に
寄
付
さ
れ（
房
枝
が
相
続
放
棄
）、そ
れ
を
も

と
に
南
部
児
童
館
と
児
童
図
書
館
、
ま
た
吉

藤
市
川
公
民
館
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
五
六
年
、
房
枝
は
心
臓
病
で
倒
れ
入

院
、
市
か
ら
名
誉
市
民
の
称
号
が
贈
ら
れ
ま
し

た
が
、
二
月
一
一
日
、
永
眠
し
ま
し
た
。

情
熱
の
画
家
、三
岸
節
子

女
性
洋
画
家
の
先
駆
者
で
あ
り
、日
本
の
画

壇
を
代
表
す
る
三
岸
節
子
。情
熱
的
で
色
彩
あ

ふ
れ
た
作
品
は
、節
子
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
生

涯
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
で
も
有

数
の
織
物
の
産

地
、起
町
で
織
物

工
場
を
営
む
家

に
生
ま
れ
た
節

子
は
股
関
節
脱

臼
を
患
っ
て
い
た

た
め
、家
に
大
勢
客
の
あ
る

時
に
は
蔵
の
中
に
隠
さ
れ
た

よ
う
で
す
。そ
の
時
期
の
屈
辱

と
反
抗
心
は
、後
年
の
激
し
く
強
い
性
格
と
反

骨
精
神
を
育
て
た
よ
う
で
す
。不
況
の
た
め
生

家
が
破
産
す
る
中
、節
子
は
画
家
に
な
る
夢
を

あ
き
ら
め
き
れ
ず
、

家
族
を
説
得
し
て
一

六
歳
で
上
京
、女
子

美
術
学
校
に
入
学
し

ま
す
。し
か
し
、女
子

美
の
行
儀
の
よ
い
世
界
に
は
も

の
足
ら
ず
、学
校
外
の
同
人

展
に
度
々
参
加
、こ
の
中
に
若

き
天
才
画
家
と
し
て
脚
光
を

◆尾西市夏まつり◆
日時：8月13・14日　会場：濃尾大橋付近
木曽川の恩恵を受けてきた人 が々、明治25年に始めた
水天宮に奉納する川まつりを継承して行われる『夏まつり』。
水面に浮かぶ五艘のまきわら船には、三百六十五の堤
灯が揺らめき、夜空には、大輪の花火五千発が打ち上げ
られます。大河木曽川ならではの二十号の大玉は、尾張
随一の迫力で観るものを魅了します。尾西市夏まつりは、
華やかでいて厳かな、真夏の一夜を演出します。

浴
び
て
い
た
三
岸
好
太
郎
が
い
ま
し
た
。彼
と
結

婚
し
た
節
子
は
、三
人
の
子
を
産
み
育
て
、主

婦
、母
と
し
て
の
生
活
を
双
肩
に
担
いつつ
、大
正

一
四
年（
一
九
二
五
）、二
〇
歳
で
女
性
と
し
て

初
め
て「
自
画
像
」な
ど
四
点
が
春
陽
展
に
入

選
し
ま
し
た
。そ
の
一
方
、ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
っ
た

夫
と
も
激
し
く
ぶ
つ
か
り
ま
す
が
、そ
れ
は
好

太
郎
の
急
逝
で
幕
を
下
し
ま
す
。そ
の
時
節
子

は「
あ
あ
、こ
れ
で
私
が
生
き
ら
れ
る
」と
感
じ

た
そ
う
で
す
。こ
れ
に
は
、夫
と
と
も
に
芸
術
家

で
あ
り
な
が
ら
、女
に
の
し
か
か
る
家
の
役
割
の

重
み
に
、才
能
ま
で
も
圧
し
ひ
し
が
れ
る
痛
み

と
吐
息
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
れ
ら
す
べ
て
を
自
身
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て

生
涯
画
家
を
貫
い
た
節
子
。
デ
ュフ
ィ
、マ
チ
ス
、

ボ
ナ
ー
ル
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
絵
画
の
影
響
を
受

け
、や
が
て
作
風
は
古
代
美
術
の
生
命
力
あ
ふ

れ
る
よ
う
な
も
の
へ
変
わ
り
ま
す
。
単
純
化
さ

れ
た
モ
チ
ー
フ
や
、
塗
り
込
み
と
削
り
を
幾
度

と
な
く
繰
り
返
し
、
豊
か
な
色
彩
に
よ
る
表
現

な
ど
か
ら「
女
流
ゴ
ッ
ホ
」の
異
名
を
も
つ
、
世

界
的
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
成
長
を
遂
げ
た

の
で
す
。

画
家
の
旺
盛
な
生
命
力
、優
れ
た
集
中
力
は

様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
生
み
出
し
ま
し
た
。例
え

ば
、キ
ャ
ン
パ
ス
に
向
か
う
前
に
は
、必
ず
数
珠

を
手
に
祈
る
こ
と
に
よ
り
、時
に
は
一
日
中
食

事
も
忘
れ
、絵
筆
を
握
る
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う

で
、平
成
一
一
年
九
四
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
際

に
も
、手
に
絵
の
具
が
つ
い
て
い
た
よ
う
で
す
。

昭
和
六
三
年
に
は
尾
西
市
の
名
誉
市
民
に
。

平
成
一
〇
年
に
は
三
岸
節
子
の
生
家
跡
地
に

尾
西
市
三
岸
節
子
記
念
美
術
館
が
オ
ー
プ
ン

し
、画
伯
の
生
涯
に
わ
た
る
作
品
を
収
集
・
展

示
し
て
い
ま
す
。毛
織
物
工
場
を
モ
チ
ー
フ
と
し

た
建
物
、画
伯
が
好
ん
で
描
い
た
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
を

イ
メ
ー
ジ
し
た
水

路
や
現
存
す
る
土

蔵
を
生
か
し
、愛

用
の
品
々
を
展
示

す
る
な
ど
、在
り

し
日
の
画
伯
を
し

の
ぶ
こ
と
が
で
き

る
美
術
館
で
す
。

4月上旬 桜まつり（尾西緑道ほか）

6月上旬 あじさいまつり（三条御裳神社）

8月13・14日 尾西市夏まつり（濃尾大橋付近）

11月中旬 もみじまつり（歴史民俗資料館別館）

10月第4日曜日と前日 びさいまつり（市民会館～第一中学校）

市役所 

起渡船場跡 

人柱観音像 

三岸節子 
記念美術館 

開明駅 

尾西ＩＣ 

名鉄尾西線 

中野の渡し 

冨田山公園 

東
海
北
陸
自
動
車
道

東
海
北
陸
自
動
車
道 

宮
田
用
水

宮
田
用
水 

JR東
海
道
新
幹
線
 

野
府
川

野
府
川 

日
光
川
光
川 

木
曽
川

木
曽
川 

名神高速道路 

濃尾大橋 

南部児童館 
児童図書館 

玉野駅 

市役所 

南部児童館 
児童図書館 

起渡船場跡 

人柱観音像 

三岸節子 
記念美術館 

開明駅 

尾西ＩＣ 

名鉄尾西線 

中野の渡し 

冨田山公園 

東
海
北
陸
自
動
車
道 

宮
田
用
水 

JR東
海
道
新
幹
線
 

野
府
川 

日
光
川 

木
曽
川 

名神高速道路 

玉野駅 

濃尾大橋 

画伯が愛した小物で飾られたアトリエ

←三岸節子画伯

三岸節子画伯の作品
左/白い花［ヴェロンにて］（1989）右/花（1989）

鋸屋根が印象的な三岸節子記念美術館

12月 ホワイトイルミネーション（市役所西側駐車場）
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日
本
の
農
業
の
始
ま
り

稲
作
と
畑
作
が
日
本
列
島
に
伝
え
ら
れ
た

の
は
紀
元
前
三
百
年
頃
の
こ
と
。お
そ
ら
く
大

陸
か
ら
の
渡
来
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の

で
、同
時
に
大
陸
で
す
で
に
数
千
年
に
わ
た
り

栽
培
さ
れ
た
技
術
大
系
を
も
っ
た
も
の
で
し

た
。福

岡
県
の
板
付
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
る
遠お
ん

賀が

川
式
土
器
は
稲
作
農
業
の
端
緒
を
示
す
も

の
で
、以
来
急
速
に
日
本
列
島
に
広
が
り
ま
し

た
。濃

尾
平
野
へ
の
伝
来
は
紀
元
前
約
二
百
年

頃
。名
古
屋
市
西
区
の
西
志
賀
遺
跡
は
こ
の
地

域
で
最
古
の
弥
生
遺
跡
で
す
。ま
た
、弥
生
遺

跡
は
美
濃
平
野
と
東
濃
地
域
の
一
部
、飛
騨

盆
地
の
一
部
に
も
存
在
し
て
お
り
、こ
の
頃
か

ら
濃
尾
平
野
に
普
及
し
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

古
代
か
ら
中
世
の

農
地
開
発
と
水
利
用

大
和
朝
廷
は
公
地
公
民
の
制
度
の
も
と
で

農
地
開
発
に
努
め
、荘
園
制
度
以
降
も
盛
ん

に
農
地
開
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

古
代
の
水
田
は
流
域
面
積
が
狭
く
水
量
の

少
な
い
小
河
川
や
渓
流
を
水
源
と
し
て
開
か

れ
て
い
る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。し
た
が

っ
て
、こ
れ
ら
の
地
域
で
は
非
灌
漑
期
の
流
水

を
貯
留
す
る
貯
水
池
を
築
造
す
る
な
ど
、乏

し
い
水
源
の
水
を
確
保
し
て
水
田
に
利
用
し

て
い
る
厳
し
い
水
利
慣
行
を
持
つ
場
合
が
多
か

っ
た
よ
う
で
す
。し
か
し
、木
曽
三
川
水
系
は

わ
が
国
で
も
最
も
水
が
豊
か
な
地
域
で
あ
り
、

渇
水
時
に
水
不
足
で
悩
む
こ
と
は
当
時
で
も

比
較
的
少
な
い
流
域
で
し
た
。

定
観
八
年（
八
六
六
）に
お
き
た
広
野
河
事

件
は
、
当
時
の
河
道
安
定
と
洪
水
に
よ
る
利
害

が
事
件
の
中
心
課
題
で
し
た
が
、
水
利
の
観
点

か
ら
も
検
討
に
値
す
る
問
題
で
し
た
。
当
時
、

木
曽
川
派
川
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
灌
漑
用

水
を
確
保
し
て
い
た
か
記
録
は
残
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
江
戸
時
代
の
記
録
を
み
る
と
、
お
そ

ら
く
玉
石
等
で
川
を
堰
き
上
げ
て
、
用
水
を

取
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

堰
き
上
げ
は
、
洪
水
の
度
に
流
さ
れ
る
の
で
、

そ
の
都
度
、
積
み
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
流
路
変
更
に
よ
り
木
曽
川
の
本

流
と
な
っ
て
洪
水
流
量
が
増
加
し
、
流
速
が
増

に
献
上
し
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。

席
田
用
水
の
起
源
も
明
ら
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、そ
の
水
源
は
揖
斐
川
支
流
根
尾
川
で

根
尾
川
扇
状
地
に
灌
漑
す
る
美
濃
平
野
最
大

級
の
用
水
で
し
た
。

根
尾
川
は
、
山
口
村
地
点
か
ら
下
流
で
し

ば
し
ば
流
路
を
変
え
て
い
ま
す
。古
く
は
古
根

尾
川
、つ
ぎ
に
は
犀
川
、そ
の
後
に
糸
貫
川
に

本
流
が
移
り
ま
し
た
。さ
ら
に
、享
禄
三
年

（
一
五
三
〇
）の
大
洪
水
で
揖
斐
川
に
合
流
す

る
根
尾
川
と
な
り
、糸
貫
川
は
、長
良
川
に
合

せ
ば
、
堰
き
上
げ
た
石

積
は
早
く
こ
わ
さ
れ
て

し
ま
う
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
石
積
に
よ
り
洪
水

の
水
位
が
よ
り
上
昇
す

る
の
で
、
氾
濫
の
危
険
は

増
加
し
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
に
対

応
す
る
た
め
に
利
水
を

も
目
的
と
し
た
治
水
工

事
は
実
施
さ
れ
ま
し
た

が
、尾
張
国
と
美
濃
国

の
利
害
が
一
致
し
な
か

っ
た
た
め
、事
件
に
及
ん
だ
よ
う
で
す
。い
ず
れ

に
し
ろ
、平
安
中
期
の
中
央
官
と
豪
族
の
勢
力

構
造
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
事
件
だ
と

い
え
ま
す
。中
世
に
開
発
さ
れ
た
農
業
用
水
は

小
規
模
な
も
の
が
一
般
的
で
し
た
が
、こ
の
時

代
の
記
録
に
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、美
濃
国

で
は
忠
節
用
水
と
席
田
む
し
ろ
だ

用
水
が
あ
り
ま
す
。

長
良
川
を
源
流
と
す
る
忠
節
用
水
の
起
源

は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、応
永
一
二
年

（
一
四
〇
五
）の
干
ば
つ
に
は
忠
節
用
水
の
受
益

地
か
ら
御
祈
祷
料
と
し
て
玄
米
二
石
を
神
宮 農

業
は
わ
が
国
の
代
表
的
な
産
業
で
す
。古
代
よ
り

盛
ん
に
農
地
開
発
や
水
開
発
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

近
世
に
な
る
と
、徳
川
幕
府
は
積
極
的
に
新
田
開
発
を

奨
励
し
、輪
中
地
帯
で
も
数
多
く
の
水
田
が
開
か
れ
ま

し
た
。し
か
し「
三
年
に
一
度
収
穫
な
し
」と
い
わ
れ
る

ほ
ど
の
惨
状
。多
大
な
労
力
を
擁
し
、輪
中
な
ら
で
は
の

堀
田
や
堀
潰
れ
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。こ
の
独

自
の
農
地
の
形
態
と
悪
水
対
策
、運
営
方
法
な
ど
を
中

心
に
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。

農
業
の
進
展
と
そ
の
課
題

■根尾川扇状地上の河川の変遷 

藪川 
（根尾川） 

犀川 

40

37.5

32.5

35

30

25

22.5

20

17.5

15

12.5 10m

十四条 小柿 

山口 

27.5

糸貫川 古根尾川 

 

N

旧流路 
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流
す
る
一
派
川
と
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
流
路
変
更
は
、根
尾
川
を
水
源

と
す
る
受
益
地
帯
の
間
で
し
ば
し
ば
論
争
を

引
き
起
こ
し
て
い
ま
し
た
。

例
え
ば
、糸
貫
川
か
ら
取
水
し
て
い
た
席
田

用
水
の
受
益
地
帯
で
は
干
天
が
続
く
と
、水
量

が
枯
渇
し
て
用
水
が
不
足
、干
害
が
発
生
し

ま
し
た
。そ
の
上
、扇
状
地
の
水
田
で
あ
る
こ

と
か
ら
単
位
用
水
が
大
き
く
、そ
の
取
水
を
め

ぐ
っ
て
論
争
も
激
化
。こ
の
た
め
、用
水
の
取
水

慣
行
は
厳
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。

享
禄
五
年（
一
五
三
二
）、
天
文
一
二
年

（
一
五
四
三
）に
も
こ
の
一
帯
で
は
論
争
が
発

生
。
こ
の
よ
う
に
中
世
に
な
る
と
現
在
に
原
形

の
残
る
い
く
つ
か
の
用
水
が
整
備
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
は
近
世
に
い
た
っ
て

も
続
い
て
い
ま
し
た
。

近
世
の
美
濃
平
野
の

農
地
開
発
と
水
利
開
発

農
地
開
発
と
水
利
開
発
に
関
し
て
は
、美

濃
平
野
と
尾
張
平
野
は
対
照
的
で
し
た
。そ
の

原
因
は
地
形
的
な
相
違
に
も
よ
り
ま
す
が
、

尾
張
国
が
尾
張
藩
だ
け
で
統
一
的
に
支
配
し

て
い
た
の
に
対
し
、美
濃
平
野
で
は
天
領
、尾
張

藩
領
を
は
じ
め
、大
垣
藩
等
の
中
小
の
大
名
領

が
混
在
し
て
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。美
濃

の
治
水
と
天
領
の
管
理
は
幕
府
の
出
先
機
関

で
あ
る
笠
松
の
郡
代
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。

（
表
１
）に
示
す
よ
う
に
輪
中
地
帯
で
も
、

一
つ
の
輪
中
に
幕
府
領
、大

名
領
、旗
本
領
が
入
り
混
じ

っ
て
い
ま
し
た
。

最
も
大
規
模
な
高
須
輪

中
で
は
、高
須
藩
松
平
領
、天

領
、尾
張
領
、旗
本
青
木
領

が
あ
り
、中
で
も
内
記
と
い

う
集
落
で
は
、天
領
、青
木
領

が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
ま

し
た
。

江
戸
時
代
初
期
に
開
発

さ
れ
た
農
地
を
領
主
別
に
み
る
と
、大
垣
藩
の

九
二
〇
三
石
を
筆
頭
に
、高
須
藩
五
〇
二
九

石
、尾
張
藩
四
三
一
七
石
等
合
計
二
万
二
九

六
七
石
に
達
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、新
田
百
石
以
上
の
農
地
開
発
を
行

っ
た
村
は（
表
２
）の
通
り
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、村
に
よ
っ
て
は
千
石
以
上
開

発
し
た
村
が
五
カ
村
に
も
及
ん
で
お
り
、ま
た

開
発
が
多
い
郡
は
多
芸
郡
、石
津
郡
、安
八
郡
、

海
西
郡
の
輪
中
地
帯
で
し
た
。こ
れ
ら
の
低
地

に
は
、こ
の
当
時
ま
で
各
所
に
未
開
発
の
湿
地

帯
が
存
在
し
、こ
れ
ら
の
湿
地
帯
が
急
速
に
開

発
さ
れ
た
の
で
す
。

例
え
ば
大
垣
輪
中

南
部
の
浅
草
地
帯
で

は
、中
世
末
期
の
大

永
年
間（
一
五
二
一

〜
二
八
）に
横
曽
根

新
田
が
開
発
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、大
垣

藩
で
は
、さ
ら
に
残
っ

て
い
た
湿
地
帯
に
お

い
て
、正
保
年
間（
一

六
四
四
〜
四
八
）に

浅
草
東
、中
、西
の
三

村
を
開
発
し
て
い
ま

す
。次
い
で
承
応
二
年

（
一
六
五
三
）に
横
曽

根
吹
ケ
原
新
田（
六

八
七
石
）を
開
発
し

ま
し
た
。

こ
れ
ら
輪
中
の
湿

地
帯
を
開
発
し
た
新

田
で
は
、洪
水
時
に

は
自
然
排
水
の
他
、

内
水
排
除
の
方
法
が

な
か
っ
た
た
め
、長
期
に
湛
水
す
る
生
産
力
の

低
い
不
安
定
な
水
田
で
し
た
。

近
世
の
美
濃
平
野
の
農
業
用
水
は
尾
張
平

野
の
比
べ
る
と
そ
の
規
模
は
小
さ
い
も
の
で
し

た
。こ
れ
ら
の
用
水
の
中
で
、百
ha
以
上
の
規
模

を
も
つ
も
の
は（
表
３
）の
よ
う
で
し
た
。こ
の

う
ち
最
大
規
模
の
も
の
は
席
田
用
水
の
四
一

五
八
ha
。
中
世
に
原
形
を
も
つ
こ
の
用
水
で
は
、

取
水
を
め
ぐ
る
論
争
も
多
発
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、曽
代
用
水
千
ha
は
民
間
の
資
金
で
、

複
雑
な
封
建
領
主
間
の
土
地
支
配
の
中
で
苦

労
し
て
完
成
さ
せ
た
特
異
な
用
水
で
す
。

輪中名 石高（石） 内　　訳（石） 

河　渡 6,680

牛　牧 10,235

牛　牧 10,235

墨　俣 5,400

福　束 11,247

大　吉 2,143

森　部 3,701

高　須 31,486

桑　名 12,005

高須輪中の内 イ本阿弥 3,764
高須輪中の内 ロ日原 1,346

御料 2,176
安藤対馬守領分 4,504
御料 7,740
尾張領 2,330
奥山、三淵領 165
御料 408
戸田采女正領分 1,462
西尾領 235
御料 2,342
尾張領 1,652
戸田采女正領分 1,406
御料 11,247
尾張領 1,416
戸田采女正領分 727
尾張領 3,047
奥山、三淵領 509
別所領 145
御料 10,950
尾張領 6,473
松平摂津守領分（高須） 12,729
青木領 993
日根野領 341
御料 3,764
御料 1,346
御料 4,708
尾張領 6,212
林、土岐領 393

成立推古天皇の時代（593～627）といわれる、寛文年間 
（1661～71）修理 

はじめ衣斐用水と同じ地点であったが1616（元和2年） 
郡代岡田善同が分割 

同上、寛文年間（1661～1672）の絵図あり 

同上、上流より更地方、席田方、真桑方とそれぞれ分水 
権利複雑 

中世未開さく、元和2年（1616）対岸で取水する小島用水 
と水争岡田善同の調停で等分分水 

はじめ揖斐川から取水していたが揖斐川改修昭和5年 
（1930）で取水できなくなり平野井川とした 

1530（享禄3年）大洪水で藪川ができてさえぎられ、藪川等 
を水源としたが、宝暦年間（1751～1763）再び三水川から 
引水（藪川に伏堤をつくる） 

1663（寛文3年）喜田吉右衛門等3名が私費でつくる 

古来この地で取水、1612（慶長17年）取入口新設 

1625（寛永2年）美濃郡代岡田善同が開発 

同上 

創設不明 

（粕川一ノ井水参照） 

開発起源不明 

受益面積（ha） 摘　　　　　要 取水地点 

313郡上郡白鳥町為眞 

約1,000美濃市曽代 

約700岐阜市金華山下 

用水名 

剣用水 

曽代用水 

忠節用水 

274揖斐川町房島 五ケ村用水 

435

揖斐川町三輪 

西郡用水 

373衣斐用水 

128大御堂用水 

155揖斐川町東野 脛永用水 

4,158本巣町山口 席田用水 

河川名 

長良川 

揖斐川 

根尾川 

527

揖斐川町瑞岩寺 

粕川一ノ井水 
（池田用水） 

（揖斐川水系） 
粕川 

約290政田用水 （揖斐川水系） 
三水川 

1,689柿之木戸用水 （揖斐川水系） 
平野井川 

311 揖斐川町 

大垣市大島地先右岸 

小島井水 （揖斐川水系）粕川 

336池田町市橋 宇留生用水 （揖斐川水系）杭瀬川 

郡　名 領主名 

註）①浅草新開 ②内河原新田 ③築捨新田 ④川口新田 ⑤南外渕 ⑥一本木新田 ⑦米野新田 ⑧牧新田 

村　名 新開高（石） 郡　名 領主名 村　名 新開高（石） 郡　名 領主名 村　名 新開高（石） 

不　破 幕　領 綾　野 215 海　西 幕　領 立　野 100
大　野 幕　領 三　輪 370

可　児 尾　張 

土　岐 岩　村 

兼　山 272

恵　那 
尾　張 付　知 112

苗　木 
日比野 327
福　岡 146
駄　知 100

中　島 

羽　栗 

加　茂 

武　儀 

尾　張 加賀野井 105
平　岡 堀　津 130

苗　木 

尾　張 

山之上 229
黒　川 133
上有知 141
中　保 127

尾　張 
柳　津 359
西小熊 340

安　八 

海　西 

大　垣 

尾　張 

釜　笛 
①2,120
②620

禾ノ森 ③1,150

花　外 

④970
⑤956
⑥130

古　宮 ⑦423
今　村 307
難波野 ⑧141
土　倉 327
鹿　野 421
大和田 400

幕　領 松ノ木 299
野　寺 230
長久保 104

多　芸 

石　津 

大　垣 

尾　張 

高　須 

大　垣 

高　須 

多芸島 
上　笠 
上　付 

103
100
937

舟　付 630
鳥　江 
有　尾 

144
1,397

根古地 676
大　場 459
下一色 
大　里 

高　須 
札　野 
馬　目 
東駒野 

1,051
500
1,001
67
317
202

表1）各輪中の石高、村名、所領の一覧

表2）新開高100石以上の村名（美濃/正保2年）

表3）近世に存在した100ha以上の農業用水
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『
木
曽
三
川
流
域
誌
』

建
設
省（
現
国
土
交
通
省
）
平
成
四
年

『
輪
中
と
治
水
』

岐
阜
県
博
物
館
友
の
会
　
平
成
二
年

『
輪
中
と
治
水
』

岐
阜
県
小
学
校
社
会
科
研
究
会
　
昭
和
五
七
年

『
輪
中
』
大
垣
市
輪
中
館
　
平
成
四
年

『
輪
中
―
そ
の
展
開
と
構
造
―
』
古
今
書
院

堀
田
の
成
立

輪
中
低
湿

地
域
に
み
ら

れ
る
土
地
利

用
形
態
の
特

色
を
示
す
も

の
と
し
て
堀

田
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は

自
然
排
水
で

き
な
い
悪
水

が
湛
水
す
る

た
め
、
作
物

の
水
腐
れ
に
悩
ま
さ
れ
続
け
た
輪
中
の
生
産

性
を
高
め
る
方
法
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も

の
で
す
。つ
ま
り
、水
田
の
植
付
面
を
高
く
す

る
た
め
の
土
地
の
一
部
を
掘
下
げ
、一
方
を
土

で
盛
上
げ
て
積
重
ね
、耕
地
と
し
ま
し
た
。こ

れ
が
堀
田
で
す
。あ
る
い
は
堀
上
げ
田
と
呼
ん

で
い
ま
す
。そ
の
結
果
、掘
ら
れ
た
部
分
に
水

が
た
ま
っ
て
ク
リ
ー
ク（
水
路
）と
呼
ば
れ
る
短

冊
状
の
池
沼
と
な
り
、こ
れ
を
堀
潰
れ
と
い
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
土
地
利
用
は
美
濃
平
野
だ
け

も
の
で
は
な
く
、利
根
川
中
流
域
の
赤
朝
沼
よ

り
見
沼
代
に
か
け
て
も
見
ら
れ
、そ
の
地
域
の

呼
称
で
は
丸
ぼ
っ
こ
ま
た
は
丸
堀
沼
と
いっ
て
い

ま
す
。さ
ら
に
、信
濃
川
下
流
の
鎧
潟
近
傍
、筑

後
川
下
流
な
ど
に
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

輪
中
の
矛
盾
、悪
水
問
題

近
世
の
新
田
開
発
の
も
と
形
成
さ
れ
た
輪

中
で
す
が
、そ
の
形
成
過
程
は

一
）洪
水
防
御
対
策

二
）悪
水
処
理
対
策

三
）内
陸
埋
立

四
）土
地
改
良
の
ス
テ
ッ
プ

を
経
て
、徐
々
に
推
移
し
て
き
ま
し
た
。堀
田

は
第
二
段
階
の
悪
水
処
理
対
策
の
時
代
に
出

現
し
、第
三
段
階
の
内
陸
埋
立
に
よ
っ
て
消
滅

す
る
土
地
利
用
形
態
で
す
。ま
た
、輪
中
の
形

成
、推
移
の
過
程
で
生
じ
た
矛
盾
の
所
産
で
あ

る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

洪
水
か
ら
集
落
や
耕
地
を
守
る
た
め
に
築

造
さ
れ
た
懸
廻
輪
中
の
完
備
は
、逆
に
内
部
の

悪
水
停
滞
、す
な
わ
ち
悪
水
処
理
困
難
と
い

う
問
題
に
直
面
し
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
動
向

は
上
流
輪
中
で
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。安
藤

萬
壽
男
の
研
究
に
よ
れ
ば
、安
八
郡
中
州
村

（
現
在
の
安
八
郡
安
八
町
の
一
部
）で
は
、領
主

に
納
め
た
上
納
米
が
、江
戸
末
期
か
ら
明
治

初
頭
に
か
け
て
減
少
し
て
い
ま
す
が
、そ
れ
ら

は
湛
水
田
か
ら
く
る
減
収
だ
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
頃
は
、
一
反
部
か
ら
三
〜
四
升
し
か
収

穫
が
な
い
時
が
時
々
有
り
、
食
糧
に
困
っ
て
稗

や
湿
田
に
多
く
と
れ
る
た
に
し（
こ
の
地
方
で

は
つ
ぼ
と
呼
ぶ
）を
食
べ
た
と
い
う
話
が
残
っ
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
生
産
性
減
退
を
も
た
ら
し
た
悪

水
の
要
因
に
は
、地
震
に
よ
る
地
盤
沈
下
や
土

地
の
収
縮
も
あ
り
ま
す
が
、宝
暦
年
間（
一
七

五
一
〜
六
四
）の
油
島
締
切
堤
と
大
槫
川
の

築
造
に
よ
る
河
川
の
水
位
上
昇
と
そ
の
川
床

上
昇
に
よ
る
内
面
の
相
対
的
低
下
が
大
き
な

要
因
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

輪
中
が
成
立
す
る
以
前
は
堤
内
と
川
床
の

相
対
的
比
高
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、周
囲

を
完
全
に
堤
防
で
囲
む
懸
廻
堤
の
完
成
は
、洪

水
防
御
に
は
最
適
な
一
方
で
、堤
内
の
排
水
を

困
難
に
し
た
の
で
し
た
。し
た
が
っ
て
、せ
っ
か

く
開
発
し
た
新
田
も
耕
作
不
能
な
低
湿
地
に

逆
戻
り
す
る
あ
り
さ
ま
で
し
た
。

こ
う
し
た
悪
水
へ
の
対
応
と
し
て
行
わ
れ
た

の
が
、江
下
げ
と
堀
田
の
造
成
で
す
。

江
下
げ
は
、排
水
路
を
下
流
部
に
延
長
し

て
本
流
と
合
流
さ
せ
、悪
水
排
出
を
促
進
さ

せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。し
か
し
、水
位
差
に

よ
る
自
然
排
水
は
、下
流
部
で
は
干
潮
時
で
な

い
と
開
扉
で
き
な
い
制
約
が
あ
り
、ま
た
、川

床
の
上
昇
は
排
水
機
能
の
障
害
と
な
り
、効
果

は
必
ず
し
も
完
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
垣
輪
中
の
悪
水
対
策

大
垣
輪
中
の
南
部
地
域
の
五
カ
村
は
、
悪

水
を
排
水
す
る
た
め
安
永
六
年（
一
七
七
七
）、

揖
斐
川
床
下
に
伏
越
樋
と
い
う
悪
水
の
た
め

の
水
路
を
埋
め
、
揖
斐
川
下
流
で
放
出
す
る

と
い
う
大
規
模
な
江
下
げ
の
工
事
を
行
い
ま

し
た
。
結
果
、
約
二
五
〇
町
歩
の
田
畑
が
良

田
化
。
こ
の

成
果
を
み
て
、

古
宮
、
今
村

輪
中
村
々
は

じ
め
多
く
の

村
が
参
加
し

て
、
天
明
二

年
（
一
七
八

二
）、
悪
水
を

排
水
す
る
伏
越
樋
の
設
置
を
幕
府
に
申
請
し

ま
し
た
。

翌
年
、
許
可
さ
れ
て
工
事
に
着
手
。
大
垣
藩

の
郡
奉
行
伊
藤
伝
左
衛
門
が
指
揮
を
と
り
、

日
夜
工
事
を
督
励
し
た
結
果
、
計
画
通
り
工

事
は
天
明
四
年（
一
七
八
四
）春
に
完
成
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
設
計
上
の
誤
算
か
ら
、さ
ら
に

下
流
の
塩し
お

喰ば
み

村
最
南
端
ま
で
悪
水
路
を
延
長

し
て
、
根
古
村
対
岸
で
放
流
す
る
計
画
に
修
正

し
、
天
明
五
年
に
工
事
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
工
事
に
よ
っ
て
、
悪
水
の
排
水
が
ス
ム
ー

ズ
に
な
り
、
荒
地
と
な
っ
て
い
た
耕
地
で
の
作
付

け
が
再
び
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
伏
越
樋
管
は

木
造
で
あ
る
た
め
、
以
後
ほ
ぼ
三
〇
年
ご
と
に

伏
せ
替
え
を
し
て
悪
水
の
排
水
に
絶
え
ず
勤

め
、
輪
中
内
で
の
荒
廃
を
防
い
で
い
た
の
で
す
。

土をじょれんで 
つみあげる 

土をとったあと 
堀つぶれとなる 

作物 

堀つぶれ 堀つぶれ 

水 

土 

堀田と堀潰れ

油島喰違堰絵図（長谷川千代子蔵）

伊藤伝右衛門画像（片野記念館蔵）
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諸戸 靖氏

生年月日 昭和31年2月13日
最終学歴 関西大学　文学部史学科
職　　歴 昭和54年から桑員地区にて小学校に

勤務
平成2年から長島町職員（輪中の郷に
勤務）
現在、輪中の郷主査

著　　書 木曽川（共著）
論　　文 昭和初期の木曽三川下流域の状況と

東南海地震による影響（99年土木史
学会）

輪
中
の
農
業

長
島
町
　
輪
中
の
郷
主
査
　
諸
戸
　
靖
氏

で
、
多
く
の
農
家
が
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
他
に
は
豆
な
ど
を
作
っ
て
出
荷
も
し
て

い
ま
し
た
が
、
他
の
畑
作
は
自
家
消
費
に
と

な
り
、
悪
水
と
呼
ば
れ
る
堤
内
に
た
ま
っ
た

水
は
排
水
さ
れ
な
い
ま
ま
残
り
、
農
作
物
に

悪
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
ま
た
川
の
中
州
が

増
加
し
た
り
、
河
口
部
に

新
た
な
干
拓
輪
中
が
出
現

す
る
と
、
河
川
の
水
位
は

上
昇
し
て
、
流
れ
は
悪
く

な
り
、
輪
中
内
の
排
水
が

ま
す
ま
す
困
難
と
な
っ
て

悪
水
は
堤
内
に
溜
ま
っ
た

ま
ま
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
中

で
の
農
作
物
と
い
え
ば
、

輪
中
地
域
は
豊
富
な
水
と

栄
養
豊
か
な
土
に
恵
ま
れ

た
地
域
で
あ
る
た
め
、
米

作
が
主
で
、
昭
和
三
〇
年

代
か
ら
は
早
場
米
の
産
地

と
し
て
の
地
位
を
確
保
し

ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
晩

生
の
生
産
が
盛
ん
で
し

た
。
こ
の
米
の
裏
作
に
作

ら
れ
て
い
た
の
が
、
菜
種

ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
大
半
の
農
家
は

養
蚕
も
行
っ
て
お
り
、
気
候
に
も
恵
ま
れ
て

い
る
た
め
に
春
蚕
、
夏
蚕
、
晩
秋
蚕
の
三
回

長
島
町
西
川
地
区
に
於
い
て
古
老
の
メ
モ

が
残
さ
れ
て
い
た
た
め
、
昭
和
初
期
の
水
郷

地
帯
の
農
業
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま

す
。昭

和
初
期
の
長
島
町
の
農
業
形
態

輪
中
の
農
業
は
、
明
治
時
代
の
木
曽
三
川

分
流
工
事
の
前
と
後
で
は
、
大
き
く
違
う
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
分
流
工
事
前
は
大
字
程

の
大
き
さ
の
村
が
一
〜
数
か
村
集
ま
っ
た
輪

中
を
形
成
し
て
い
た
た
め
、
輪
中
内
で
の
農

作
業
は
、
庄
屋
を
中
心
に
血
縁
や
地
縁
で
結

び
つ
い
た
共
同
体
が
形
成
さ
れ
、
分
流
工
事

後
は
、
現
在
の
市
町
村
ま
た
は
い
く
つ
か
の

市
町
村
を
纏
め
て
、
巨
大
な
複
合
輪
中
化
し

た
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
木
曽
三
川

下
流
部
で
は
、
明
治
時
代
の
分
流
工
事
完
成

後
、
そ
れ
ま
で
三
年
一
作
と
い
わ
れ
て
い
た

ほ
ど
多
発
し
た
洪
水
が
、
全
く
な
く
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
長
い
間
破
堤
し
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
定
期
的
な
破
堤
に
よ

る
土
砂
の
流
入
と
排
水
が
な
く
な
っ
て
し
ま

い
、
堤
内
に
新
し
い
土
砂
の
流
入
が
な
く
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
排
水
が
困
難
と
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西
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遠
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諸戸　靖氏 

長島の樋門の推移（図1）



も
出
荷
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
蚕
の
え
さ
と

な
る
桑
は
、
堤
外
地（
堤
防
の
外
側
の
河
川

敷
）で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
堤

外
地
の
中
州
な
ど
で
は
、
淡
水
と
海
水
が
交

じ
り
合
う
と
い
う
好
条
件
の
た
め
良
質
の
葦

が
育
ち
、
農
家
の
副
収
入
と
し
て
収
穫
さ
れ
、

ヨ
シ
ズ
と
し
て
製
品
に
加
工
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

用
排
水
の
実
情

長
島
で
は
、現
在
で
も
排
水

機
場
は
長
良
川
あ
る
い
は
揖
斐

川
沿
い
、も
し
く
は
南
端
の
伊

勢
湾
近
く
に
あ
り
ま
す
。こ
れ

は
木
曽
三
川
下
流
地
域
が
西
に

低
く
、ま
た
、南
に
低
く
な
っ
て

い
る
た
め
で
、大
半
の
輪
中
の

排
水
路
は
西
南
に
向
か
っ
て
い

ま
す
。排
水
機
が
で
き
る
ま
で
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の
長
島
輪
中
の
排
水
は
、ほ
と
ん
ど
が
海
水

の
満
干
潮
を
利
用
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、年
々
沈
下
す
る
地
面
と
年
々
高
く
な
る

河
床
と
の
関
係
で
、現
在
の
よ
う
に
ほ
と
ん

ど
の
排
水
路
か
ら
水
を
排
水
で
き
る
わ
け
で

な
く
、悪
水
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。し
か
し
、長

島
で
の
排
水
ポ

ン
プ
の
設
置
は

全
国
的
に
も
早

い
時
期
に
行
わ

れ
、明
治
三
三

年（
一
九
〇
〇
）

に
木
曽
川
改
修

工
事
の
後
、長

島
村
十
日

と
お
か

外ど

面も

の
長
良
川
堤
に

人
造
樋
の
設
置

工
事
が
始
め
ら

れ
、明
治
三
六

年（
一
九
〇
三
）に
水
車
排
水
機
が
運
転
を
始

め
ま
し
た
。

明
治
三
七
年（
一
九
〇
四
）に
は
長
島
村
大

島
に
、最
初
の
蒸
気
ポ
ン
プ
が
設
置
さ
れ
る

と
そ
の
後
同
所
の
ポ
ン
プ
の
性
能
ア
ッ
プ
を

図
り
な
が
ら
も
長
島
各
所
に
排
水
ポ
ン
プ
が

設
置
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
明
治
の
改
修
工
事
後
に
は
、新
た
に

用
水
取
り
入
れ
の
樋
管
が
建
設
さ
れ
、各
集

落
へ
の
取
水
に
つ
い
て
は
、昭
和
四
〇
年
代

ま
で
は
、樋
管
、樋
門
お
よ
び
そ
れ
に
準
ず
る

施
設
か
ら
取
水
し
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
施
設

は
、長
島
北
部
地
域
に
お
い
て
は
各
集
落
ご

と
に
あ
り
ま
し
た
。（
12
頁
・
図
１
参
照
）

で
は
ど
の
よ
う
な
時
に
堤
内
に
取
水
し
た

の
で
し
ょ
う
か
、古
老
の
話
に
よ
る
と

六
月
の
田
植
え
、七
月
二
一
日
頃
の
虫
殺

し
水
、八
月
四
日
頃
の
中
干
し
後
の
潅
水
の

主
に
三
回
と
の
こ
と
で
す
が
、こ
の
中
で
は

七
月
の
虫
殺
し
の
た
め
の
取
水
は
、こ
の
地

方
独
特
の
も
の
で
あ
り
、濃
尾
平
野
や
伊
勢

平
野
の
大
部
分
で
行
わ
れ
て
い
た
火
を
使
っ

た
虫
送
り
の
行
事
と
は
好
対
照
で
、自
然
の

地
形
と
豊
富
な
水
に
よ
っ
て
考
え
出
さ
れ
た

非
常
に
珍
し
い
も
の
で
す
。即
ち
輪
中
の
樋

門
を
開
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
気
に
潅
水
さ

せ
、そ
の
ま
ま
に
昼
夜
ほ
ど
つ
け
て
お
く
と
、

二
化

に

か

螟
虫

め
い
ち
ゅ
う

等
の
害
虫
が
死
滅
し
ま
す
。
こ
れ

は
高
低
差
の
あ
ま
り
な
い
輪
中
の
地
形
を
利

用
し
た
も
の
で
、輪
中
内
を
い
っ
せ
い
に
水

没
さ
せ
害
虫
を
駆
除
す
る
も
の
で
す
。

悪
水
被
害
と
用
水
の
課
題

長
島
の
水
利
は
、江
戸
時
代
か
ら
の
慣
行

で
各
集
落
ご
と
に
輪
中
堤
外
の
河
川
か
ら
、

掛
樋

か
け
い
り

、伏
越

ふ
せ
こ
し

な
ど
の
小
樋
管
に
よ
っ
て
外
水

を
取
水
し
て
利
水
し
て
い
ま
し
た
が
、年
と

と
も
に
年
々
河
床
が
上
が
り
天
井
川
化
し
て

い
く
と
、当
然
自
然
排
水
が
困
難
に
な
り
、次

第
に
排
水
が
不
良
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

記
録
に
は
慶
応
年
間
、明
治
元
年
、明
治
一
八

年
と
残
っ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
以
外
に
も
頻

繁
に
悪
水
の
長
期
湛
水

た
ん
す
い

や
深
水
を
生
じ
、水

田
の
作
付
け
不
能
や
凶
作
を
も
た
ら
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。そ
の
た
め
水
田
の
一
部
を

切
り
上
げ
て
、そ
の
土
で
水
田
を
嵩
上
げ
し

た「
堀
田
」、こ
の
地
方
で
は「
重
ね
田
」と
呼

ば
れ
る
低
湿
地
独
特
の
田
で
耕
作
を
行
う
よ

う
に
な
り
ま
す
。こ
の
た
め
土
地
台
帳
に
は

『
田
一
反
八
畝
一
五
歩
、内
切
上
堀
三
畝
二
八

歩
』と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
耕
地
面
積
が

狭
め
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
秋
か
ら
春
の
裏
作

の
栽
培
と
し
て
、そ
の「
重
ね
田
」と
呼
ば
れ

る
田
に
、「
畝
田
」と
呼
ば
れ
る
畝
が
立
て
ら

れ
、前
述
し
た
よ
う
に
菜
種
な
ど
が
植
え
ら

れ
ま
し
た
。畝
は
田
面
を
稲
の
作
付
け
の
列

大正2年　小島地区の樋門の建設風景①

大正2年　小島地区の樋門の建設風景③

明治時代の蒸気ポンプ排水機（長島町千倉地内）

大正2年　小島地区の樋門の建設風景②
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（
作
付
け
の
間
隔
は
概
ね
一
尺
二
寸
）を
五
本

（
五
本
畝
＝
通
常
二
段
積
み
）六
本（
六
本

畝
＝
通
常
三
段
積
み
）に
一
畝
立
て
て
作
ら

れ
、高
さ
は
五
〇
㎝
以
上
に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に「
重
ね
田
」や「
畝
田
」と
い
う
独

特
の
耕
作
方
法
で
通
常
の
耕
作
面
の
高
さ
よ

り
少
し
で
も
高
く
す
る
こ
と
で
悪
水
か
ら
作

物
を
守
ろ
う
と
し
ま
し
た
。但
し
こ
れ
ら
の

耕
作
は
た
い
へ
ん
な
重
労
働
で
、一
人
前
で

一
日
の
労
働
は
四
畝
ぐ
ら
い
し
か
で
き
ず
、

一
日
に
食
事
五
回
一
升
飯
を
食
ら
う
と
ま
で

云
わ
れ
ま
し
た
。ま
た
畝
田
の
線
引
き
に
は

女
性
が
労
働
参
加
し
、嫁
は
貴
重
な
労
働
力

と
い
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
樋
管
や
樋
門
か
ら
取
水
し
た

水
に
も
か
か
わ
ら
ず
、悪
水
と
し
て
そ
の
対

策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
長
島
で

す
が
、南
部
地
域
は
、こ
の
他
に
樋
管
か
ら
入

っ
て
く
る
水
に
海
水
が
混
ざ
っ
て
し
ま
う
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
す
。明
治
以
降
上
流
に
ダ

ム
が
建
設
さ
れ
る
と
河
川
の
流
量
が
制
限
さ

れ
、海
水
の
遡
上
が
激
し
く
な
っ
て
き
た
た

め
で
す
。こ
の
た
め
昭
和
の
初
期
か
ら
は
浅

井
戸
を
掘
っ
て
地
下
水
灌
漑
を
行
い
ま
し

た
。し
か
し
昭
和
一
九
年
か
ら
二
一
年
に
掛

け
て
の
東
南
海
地
震
等
で
湧
水
が
止
ま
っ
て

し
ま
し
ま
し
た
。そ
こ
で
昭
和
二
二
年
に
は

全
て
の
井
戸
を
深
井
戸
に
改
良
し
、こ
れ
を

利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
で
は
地
下
水
の
汲
み
上
げ
が
地
盤
沈

下
に
つ
な
が
る
た
め
、ま
た
木
曽
三
川
下
流

域
全
域
で
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に

か
け
て
の
大
規
模
な
地
盤
沈
下
が
発
生
し
た

た
め
に
、全
町
に
農
業
用
水
の
潅
水
用
の
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
が
は
り
め
ぐ
さ
れ
、木
曽
川
大

堰
か
ら
取
水
し
、弥
富
揚
水
機
場
を
経
て
く

ま
な
く
潅
水
し
て
い
ま
す
。

農
作
業
と
水
の
か
か
わ
り

そ
も
そ
も
農
業
と
は
土
と
水
か
ら
成
り
立

つ
も
の
で
、木
曽
三
川
下
流
部
は
良
質
の
耕

地
と
豊
富
な
水
に
よ
っ
て
、米
作
を
中
心
に

そ
の
土
地
に
あ
っ
た
様
々
な
作
物
が
生
産
さ

れ
て
き
ま
し
た
。こ
の
地
方
で
は
そ
の
土
地

の
成
り
立
ち
と
木
曽
三
川
の
関
わ
り
は
深

く
、常
に
水
と
の
関
係
を
持
っ
て
生
活
し
て

き
ま
し
た
。こ
の
た
め
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど

流
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
木
曽
三
川
も

わ
れ
わ
れ
の
現
代
生
活
と
深
く
関
わ
っ
て
い

ま
す
。非
常
に
多
量
の
水
を
必
要
と
す
る
米

作
は
も
ち
ろ
ん
、他
の
ど
ん
な
作
物
も
水
な

し
で
生
育
し
ま
せ
ん
。昔
は
樋
管
の
穴
を
く

ぐ
っ
て
入
っ
て
き
た
水
が
、輪
中
を
潤
し
て

い
ま
し
た
が
、現
代
で
は
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に

よ
り
同
じ
木
曽
川
の
水
で
潤
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
輪
中
内
各
所
に
、は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た

水
路
は
、輪
中
の
舟
運
が
盛
ん
で
、ど
こ
の
家

に
も
舟
が
あ
り
、そ
の
舟
で
物
を
運
ん
だ
り
、

人
を
運
ん
だ
り
し
ま
し
た
。こ
の
た
め
水
路

は
生
活
の
一
部
で
あ
り
、農
業
に
と
っ
て
も

欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。こ
れ
ら
が
現
代

で
も
道
路
や
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
と
し
て
活
か
さ

れ
続
け
て
い
ま
す
。

「
堤
が
切
れ
た
ぞ
〜
」「
水
が
出
た
ぞ

〜
」。
川
面
を
た
た
き
つ
け
る
大
雨
、
襲
い

か
か
る
大
水
ﾉ
。
木
曽
・
長
良
・
揖
斐
の

三
川
が
集
ま
る
輪
中
地
帯
は
、
洪
水
の
常

習
地
帯
で
し
た
。
水
の
恩
恵
を
受
け
な
が

ら
も
、
そ
の
歴
史
は
洪
水
と
の
闘
い
で
あ

り
ま
し
た
。

そ
の
悪
条
件
の
下
、
昔
の
人
々
は
堤
防

を
築
き
田
畑
を
開
墾
し
て
、
自
然
と
調
和

し
た
長
島
町
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
輪
中

の
郷
は
、「
輪
中
」を
テ
ー
マ
に
、
郷
土
の
歴

史
、
文
化
、
産
業
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
貴
重
な
生
活
様
式
や
生

活
技
術
を
保
存
伝
承
し
、
将
来
に
向
け
継

承
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
誕
生
し

ま
し
た
。
遊
び
な
が
ら
学
ぶ
“ア
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
エ
リ
ア
”、
見
て
、
触
れ
て
、
体
験
す
る

“ア
ク
テ
ィ
ブ
エ
リ
ア
”な
ど
、A
ゾ
ー
ン
か
ら

G
ゾ
ー
ン
ま
で
、
輪
中
の
過
去
・
現
在
・
未

来
の
す
べ
て
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

「輪中の郷」紹介 「輪中の郷」紹介 「輪中の郷」紹介 

長島町輪中の郷
〒511-1102 三重県桑名郡長島町大字西川1093番地

電話（0594）42-0001 FAX（0594）42-0133 

輪
中
を
テ
ー
マ
に
、
知
・
遊
・
憩
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
ペ
ー
ス
、
輪
中
の
郷
。

畝田を作っている風景
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今
か
ら
四
百
年
前
の
こ
と
。

起
村
と
小
信
村
の
境
を
流
れ
る
小
信
川
を
せ
き
止
め
て

大
き
な
一
本
の
川
に
ま
と
め
よ
う
と
い
う
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

し
か
し
、毎
日
が
失
敗
の
連
続
。

「
こ
れ
は
た
だ
こ
と
で
は
な
い
。

き
っ
と
水
神
様
の
お
怒
り
に
ふ
れ
た
の
だ
」

「
こ
う
な
っ
て
は
人
柱
を
た
て
る
し
か
な
い
」

そ
ん
な
話
は
さ
さ
や
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

小
信
村
の
与
三
と
い
う
男
が
、

自
分
か
ら
人
柱
に
な
ろ
う
と
申
し
出
ま
し
た
。

堤
防
の
上
に
座
り
お
経
読
み
終
え
た
与
三
が

さ
ん
ぶ
と
渦
巻
く
川
に
姿
を
消
す
と
、

人
々
は
石
や
俵
を
いっ
せ
い
に
川
に
投
げ
込
み
ま
し
た
。

そ
し
て
、と
う
と
う
流
れ
を
せ
き
止
め
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
い
く
年
か
た
っ
た
梅
雨
の
晩
の
こ
と
。

地
面
を
た
た
く
激
し
い
雨
音
を
破
っ
て
、

堤
防
の
方
か
ら
お
経
を
唱
え
る
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

驚
い
た
村
人
が
堤
防
を
か
け
あ
が
っ
て
い
く
と
、

月
も
な
い
暗
い
堤
防
の
一
点
に

不
思
議
な
青
い
火
は
ふ
わ
り
ふ
わ
り
と
浮
か
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
の
青
い
光
の
下
で
は
、

白
い
水
し
ぶ
き
が
湧
き
上
が
っ
て
い
ま
す
。

「
お
や
、あ
そ
こ
の
堤
防
が
切
れ
る
ぞ
」

急
を
告
げ
る
声
は
村
中
に
伝
わ
り
、

み
ん
な
総
出
で
土
の
う
を
積
上
げ
、
堤
防
を
守
り
ま
し
た
。

そ
し
て
明
朝
、よ
う
や
く
わ
れ
に
か
え
っ
た
村
人
は
、

「
あ
の
お
経
の
声
は
与
三
さ
ん
に
ち
が
い
な
い
」

「
あ
の
青
い
火
は
、与
三
さ
ん
の
魂
だ
っ
た
ん
だ
」

人
々
は
、梅
雨
の
晩
の
不
思
議
な
青
い
火
を

「
与
三
の
火
」と
いっ
て
、

子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、こ
こ
の
堤
防
は
切
れ
る
こ
と
も
な
く
、

村
人
た
ち
は
安
心
し
て

幸
せ
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
川
の
近
く
に
は「
人
柱
与
光
観
世
音
菩
薩
」が
建
立
さ
れ
、

毎
年
、し
め
や
か
に
例
祭
を
行
い
、

与
三
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
て
い
ま
す
。

編 集 後 記

与
三

よ

そ

の
火
　
尾
西
市


