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ふるさとの街・探訪記

西濃の要衝の地として
発展した池田町。
エリア・リポート
池田町の水環境と杭瀬川上流改修

気ままにJOURNEY

天空へ駆け上がる、
祭囃子の音色。
歴史ドキュメント
長良川・揖斐川の河道変化と郡境
TALK&TALK

『水屋・水塚・段藏―日本各地の防水建築―』
民話の小箱
白竜退治

岐阜県池田町木曽川文庫は治水の資料館。
水の大切さや恐ろしさを歴史から学び、
これからの治水を皆様とともに考えていきたいと思っています。
今回は古代より開けた池田町から、
その歴史や杭瀬川の改修を中心に紹介します。
歴史ドキュメントでは、
長良川・揖斐川の流路の変遷を特集します。



築
造
期
は
、五
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
及
ぶ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、山
麓
地
帯
の
出
土
品

の
中
に
は
、約
一
万
〜
一
万
二
千
年
前
の
有

舌
尖
頭
器
が
あ
り
ま
す
。

縄
文
時
代
の
遺
跡
は
、段
原
遺
跡
、舟
子

遺
跡
な
ど
多
数
あ
り
、多
く
は
狩
猟
や
採
集

に
適
し
た
池
田
山
麓
に
分
布
し
ま
す
。弥
生

時
代
に
は
、高
畑
遺
跡
・
深
谷
遺
跡
な
ど
が

平
野
部
を
中
心
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

古
墳
時
代
中
期
の
五
世
紀
後
半
に
は
古

墳
が
数
多
く
造
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、白

山
古
墳
群
は
、こ
の
頃
か
ら
築
造
が
開
始
さ

れ
た
群
集
墳
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

壬
申
の
乱
と
湯
沐
邑

ゆ

の

む

ら

古
代
最
大
の
内
乱
で
あ
る
壬
申
の
乱（
六

七
二
年
）は
、大
友
皇
子（
天
智
天
皇
の
息
子
）

と
大
海
人
皇
子（
天
智
天
皇
の
弟
、後
の
天

武
天
皇
）の
間
に
起
こ
っ
た
皇
位
継
承
争
い

で
し
た
。乱
に
勝
利
し
た
大
海
人
皇
子
側
の

重
要
な
戦
力
と
な
っ
た
地
域
は「
安
八
郡
湯

沐
邑
」で
す
。こ
こ
は
皇
子
の
直
轄
領
的
な
性

格
を
持
ち
、現
在
の
安
八
郡
や
大
垣
市
の
大

部
分
、揖
斐
郡
の
一
部
を
含
む
範
囲
で
、肥

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
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池
田
山
に
抱
か
れ
た
池
田
町
は
、古
く
か
ら
歴
史
が

開
け
た
町
。「
土
岐
が
滅
べ
ば
足
利
も
滅
ぶ
」と
い
わ

れ
た
土
岐
氏
は
、こ
の
地
を
重
要
視
し
て
本
郷
城
を

築
城
。揖
斐
川
や
粕
川
に
恵
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、

用
水
や
水
害
の
問
題
も
深
刻
で
、番
水
や
鎌
留
と
い

う
制
度
も
設
け
ら
れ
ま
し
た
。昭
和
三
一
年
に
は
現

在
の
池
田
町
が
誕
生
。健
康
文
化
都
市
を
目
指
し

て
、多
彩
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
。

沃
な
農
業
地
帯
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま

す
。中
で
も
池
田
町
が
そ
の
中
心
で
し
た
。乱

の
勃
発
に
際
し
、湯
沐
邑
の
人
々
の
活
躍
で

い
ち
早
く
不
破
道（
現
在
の
関
ヶ
原
町
）を

押
さ
え
た
こ
と
が
勝
利
を
呼
び
ま
し
た
。

池
田
町
に
は
条
里
制
の
遺
構
も
多
数
残

さ
れ
て
お
り
、条
里
制
の
施
行
を
契
機
に
、

地
域
開
発
が
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

泉
江
荘
と
池
田
荘

承
和
四
年（
八
三
七
）、安
八
郡
か
ら
分
離

し
て
設
置
さ
れ
た
の
が
、池
田
郡
で
す
。池
田

郡
は
額ぬ

か

田た

・
壬み

生ぶ

・
伊い

福お
き

・
春
日
・
池
田
・
小お

に
沿
っ
て
南
流
し
て

い
ま
す
。ま
た
、町

の
北
東
部
を
揖
斐

川
が
、北
部
を
揖
斐

川
の
支
流
の
粕
川

が
流
れ
て
い
ま
す
。

池
田
山
麓
で
は
、県
下
で
も
有
数
の
良
質

茶「
美
濃
い
び
茶
」が
生
産
さ
れ
、平
坦
地
で

は
名
高
い
池
田
米
を
は
じ
め
、イ
チ
ゴ
・
タ

マ
ネ
ギ
な
ど
の
栽
培
も
盛
ん
で
す
。明
治
時

代
ま
で
は
農
業
が
主

産
業
で
し
た
が
、昭

和
三
〇
年
代
以
降
、

工
場
誘
致
が
進
め
ら

れ
、機
械
工
業
、石
油

化
学
工
業
な
ど
の
重

工
業
が
比
重
を
高
め

つ
つ
あ
り
ま
す
。

古
墳
が
語
る
古
代
の
池
田
町

池
田
町
域
に
は
、池
田
山
山
麓
に
大
小
無

数
の
古
墳
が
群
集
し

て
い
ま
す
。

池
田
町
の
古
墳
の

岐阜県池田町 岐阜県池田町 

西
濃
の
要
衝
の
地
と
し
て

発
展
し
た
池
田
町
。

池
田
山
麓
に
開
け
た
町

池
田
町
は
、岐
阜
県
の
南
西
部
、揖
斐
郡

の
最
南
端
に
位
置
し
て
い
ま
す
。西
に
は
標

高
九
二
四
ｍ
の
池
田
山
が
そ
び
え
、そ
の
南

に
低
く
隣
接
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
の
が
金

生
山
で
す
。町
の
中
央
を
流
れ
る
杭
瀬
川
は

池
田
山
の
多
く
の
渓
流
を
集
め
、池
田
山
麓

三
重
県 

川 

長 

根 

尾 

川 

良 

川 

愛知県 
揖 

斐 

岐阜県 

滋
賀
県 

伊勢湾 

揖
斐
郡
池
田
町 

木 

曽 

川 

池田町空撮

美濃いび茶を栽培する茶園

進出企業続々段原遺跡出土の縄文土器
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野の

神
社
を
勧
請
し
た
領
地
に
あ
り
、一
一
世

紀
以
降
は
、代
々
池
田
郡
司
で
あ
っ
た
紀
氏

が
荘
官
を
務
め
て
い
た
よ
う
で
す
。紀
氏
は

も
と
も
と
平
安
貴
族
で
し
た
が
、池
田
郡
領

主
の
娘
と
結
婚
し
て
こ
の
地
の
荘
官
と
な

り
、平
安
末
期
に
池
田
荘
を
支
配
し
た
と
推

察
さ
れ
ま
す
。中

世
の
土
岐
一
族

室
町
時
代
か

ら
美
濃
国
の
守

護
を
務
め
た
土

岐
氏
は
、
美
濃

平
野
を
確
保

し
、
都
と
の
往

来
を
掌
中
に
収

め
る
た
め
、
特

に
池
田
山
を
重

要
視
し
て
い
た
よ
う
で
す
。足
利
将
軍
家
が

発
願
し
、国
毎
に
設
け
た
安
国
寺
は
、美
濃

国
で
は
土
岐
氏
の
尽
力
に
よ
っ
て
池
田
の
小

寺
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

土
岐
一
族
の
三
代
目
守
護
の
頼
康
は
弟

の
頼
忠
を
池
田
に
配
し
て
い
ま
す
。頼
康
死

後
、そ
の
子
の
康
行
は
将
軍
足
利
義
満
に
疎

ま
れ
、討
た
れ
ま
し
た
。康
行
追

討
の
命
を
受
け
、康

行
没
落
後
、美
濃
国

守
護
を
拝
命
し
た
の

は
、池
田
に
住
む
土

岐（
池
田
）頼
忠
。池

田
を
勢
力
圏
と
し
て

本
郷
に
城
を
築
い
た

よ
う
で
す
。こ
の
城
の
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、

平
安
時
代
の
土
器
も
出
土
し
て
お
り
、土
岐

氏
以
前
の
紀
氏
の
時
代
か
ら
人
々
の
活
動
が

あ
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。

応
仁
の
乱
と
土
豪
国
枝
氏

応
仁
の
乱
で
西
軍
に
つ
い
た
土
岐
氏
は
骨

肉
相
食
む
同
族
争
い
も
あ
い
ま
っ
て
、そ
の

勢
力
は
衰
退
し
、各
地
の
土
豪
が
台
頭
し
ま

し
た
。こ
の
一
帯
で
は
、国
枝
氏
の
太
郎
ヶ

城
・
本
郷
城
、稲
葉
氏
の
小
寺
城
、不
破
氏
の

片
山
城
が
知
ら
れ
、支
配
の
拠
点
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

土
岐
氏
に
代
わ
っ
て
池
田
地
域
で
勢
力
を

伸
ば
し
た
の
が
、有
力
豪
族
で
あ
っ
た
国
枝

氏
で
し
た
。以
後
、国
枝
氏
は
太
郎
ヶ
城（
字

大
和
林
）の
築
城
、龍
徳
寺
の
再
興
、本
郷
城

の
改
修
及
び
城
下
整
備
、市
場
開
設
の
奨
励

等
地
域
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
ま
し
た
。し

か
し
関
ヶ
原
の
戦
い
で
西
軍
に
つ
い
て
敗
戦
、

城
・
城
下
町
と
も
に
焼
き
払
わ
れ
ま
し
た
。

主
な
領
主
を
失
っ
た
池
田
地
域
は
、江
戸
時

代
に
大
垣
藩
、尾
張
藩
、備
中
岡
田
藩
、天
領

や
旗
本
領
に

分
割
さ
れ
、明

治
を
迎
え
る
こ

と
に
な
り
ま

す
。戦

国
時
代

に
信
長
、秀
吉

に
仕
え
名
を

馳
せ
た
池
田

恒つ
ね

興お
き

は
、長
久

手
合
戦
で
長

男
の
元
助
と

共
に
戦
死
し
、

先
祖
ゆ
か
り

の
池
田
町
本

郷
に
葬
ら
れ

ま
し
た
。

恒
興
の
次

男
輝
政
は
、の

ち
に
姫
路
城

主
と
な
り
、恒
興
の
子
孫
た
ち
は
、備
前
岡

山
、因
幡
鳥
取
な
ど
を
領
す
る
大
名
と
し
て

繁
栄
し
ま
し
た
。

池
田
井
水
と
争
論

近
世
の
池
田
町
は
そ
の
灌
漑
用
水
を
、中

央
部
の
本
郷
・
田
畑
・
な
ど
の
一
四
ヵ
村（
池

田
地
区
）は
粕
川
に
水
源
を
求
め
、対
岸
の

小
島
地
区（
揖
斐
川
町
）と
二
分
し
て
取
水

し
て
い
ま
し
た
。一
方
、東
部
の
上
田
・
東
野

な
ど
の
七
ヵ
村
は
、揖
斐
川
に
求
め
、脛
永

（
揖
斐
川
町
）で
取
水
し
て
お
り
、と
も
に
池

田
井
水
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

中
で
も
粕
川
か
ら
取
水
す
る
池
田
井
水

は
、粕
川
の
水
量
に
反
し
て
用
水
に
依
拠
す

る
集
落
が
多
い
た
め
、通
常
時
で
さ
え
水
不

足
が
起
き
、干
天
が
続
く
と
渇
水
に
な
る
な

ど
、水
不
足
は
深
刻
で
し
た
。

元
和
四
年（
一
六
一
八
）、粕
川
取
水
の
堰

工
事
を
め
ぐ
っ
て
、小
島
地
区
と
池
田
地
区

と
の
争
論
が
起
こ
り
、当
時
美
濃
代
官
で
あ

っ
た
岡
田
善
同
の
調
停
に
よ
っ
て
、両
井
水

は
等
分
の
取
水
を
す
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し

揖斐川町 

大垣市 

垂井町 

神戸町 

池田町 

いび 

いけの 
池田山 

ひろごうど 

ひがし 
あかさか 

近
鉄
養
老
線 

417

303

揖
斐
川 

粕川 

杭
瀬
川 

東
川 

深町川 

沓井 

杉野 

萩原 
上田 

池野 山洞 六之井 

八幡 

本郷 

小牛 

小寺 

小島 

田畑 

片山 

市橋 

段原遺跡 

白山古墳群 

舟子遺跡 

高畑遺跡 

深谷遺跡 

（八幡村） 

（池田村） 

（養基村） 

（本郷村） 

（宮地村） 

島じ
ま

の
六
つ
の
郷
か
ら
な
り
、現
在
の
池
田
町

域
は
、額
田
・
壬
生
・
池
田
・
伊
福
郷
に
お
よ

そ
相
当
し
ま
す
。

律
令
制
の
崩
壊
と
と
も
に
、荘
園
が
台
頭

し
ま
す
。池
田
町
に
は
、泉
江
荘
と
池
田
荘

が
あ
り
、と
も
に
著
名
な
神
社
を
領
主
と
仰

い
で
い
ま
し
た
。

泉
江
荘
は
、石
清
水
八
幡
宮
を
本
所
と
し

て
い
ま
し
た
が
、寛
仁
四
年（
一
〇
二
〇
）春

頃
か
ら
、疱
瘡
が
流
行
し
て
飢
饉
と
な
り
、

荘
司
を
は
じ
め
住
人
が
こ
と
こ
ど
く
死
亡

し
、荘
園
は
荒
廃
し
ま
し
た
。そ
の
荒
廃
田

は
、太
政
官
の
命
を
受
け
た
美
濃
国
の
指
揮

に
よ
っ
て
再
開
発
さ
れ
、開
発
田
五
〇
余
町

歩
は
、荘
園
か
ら
国こ

く

衙が

領
に
復
帰
し
ま
し
た
。

池
田
荘
は
、後
白
河
法
皇
が
勅
願
で
新に

い

熊く
ま

ふるさとの街・探訪記

土岐頼忠並びに一族之墓

本郷龍徳寺にまつられる国枝為助一族の墓

池田恒興・元助父子の墓

本郷城跡 本郷城跡から出土した瓦



た
。寛
永
一
八
年（
一
六
四
一
）、池
田
・
小
島

両
井
水
と
も
、干
天
時
を
め
ぐ
る
番
水
規
定

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。こ
れ
は
渇
水
期
、用

水
内
上
下
村
地
域
へ
の
公
平
な
水
量
配
分
を

目
的
と
す
る
も
の
で
、石
高
に
応
じ
て
配
水

時
間
を
決
め
、分
水
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

し
か
し
、漏
水
な
ど
の
問
題
も
あ
り
規
定

通
り
の
配
水
は
で
き
ず
、井
組
間
、井
組
内

の
争
論
は
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

江
戸
中
期
に
実
施
さ
れ
た
粕
ヶ
原
野
・
池

田
野
両
新
田
の
開
発
も
、用
水
難
問
題
を
さ

ら
に
深
刻
化
さ
せ
ま
し
た
。周
囲
の
強
い
反

対
を
押
し
切
っ
て
開
発
さ
れ
た
両
新
田
は
、

幕
府
直
轄
領
で
し
た
が
、周
辺
の
大
垣
藩
領

と
の
争
い
を
避
け
る
た
め
に
大
垣
藩
預
か
り

と
な
り
ま
し
た
。

池
田
町
域
東
部
の
六
之
井
で
も
新
田
開

発
は
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、用
水
取
得
の
問

題
な
ど
か
ら
断
念
し
、代
っ
て
畑
地
で
茶
栽

培
が
始
め
ら
れ
、六
之
井
茶
と
し
て
商
品
化

さ
れ
ま
し
た
。池

田
山
の
鎌
留

林
野
は
、刈
敷
肥
料
や
秣ま

ぐ
さ

の
採
草
地
、燃

料
の
柴
・
薪
や
普
請
材
の
供
給
源
と
し
て
、

あ
る
い
は
用
水
源
と
し
て
、農
民
の
生
産
生

活
に
不
可
欠
の
も
の
で
し
た
。元
文
元
年

（
一
七
三
六
）粕
ヶ
原
が
新
田
開
発
さ
れ
る
の

に
反
対
し
て
、江
戸
幕
府
の
評
定
所
へ
訴
え

出
た
農
民
の
訴
願
書
に
、「
新
田
開
発
の
た

め
に
野
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
な
ら
、農
民

は
滅
亡
し
ま
す
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
林
野
に
対
す
る
農
民
の
気
持
ち
を

如
実
に
伝
え
る
も
の
で
し
ょ
う
。

池
田
町
域
で
は
、池
田
山
や
粕
川
原
野
に

野
山
割
年
貢
定
め
制
定
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、農
民
の
林
野
利
用
を
認
め
る
と
と
も
に
、

年
貢
を
徴
収
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、江
戸
中
期
の
池
田
山
は
、樹
木
、

柴
、下
草
に
い
た
る
ま
で
乱
伐
さ
れ
て
、丸

裸
に
近
い
状
態
で
、雨
が
降
れ
ば
滝
の
よ
う

に
谷
を
流
れ
下
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
の
た
め
、川
普
請
や
砂
防
の
工
事
も
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、そ
れ
だ
け
で
は
洪
水

を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。文
政
一
〇
年

（
一
八
二
七
）に
は
、地
域
の
人
々
が
連
署
連

判
し
て「
鎌
留
」を
制
度
化
し
ま
し
た
。鎌
留

と
は
、山
の
木
や
草
を
一
切
伐
ら
な
い
と
い

う
こ
と
。山
番
人
を
置
き
、見
張
ら
せ
た
の

で
し
た
。立
木
は
も
と
よ
り
、草
木
を
刈
り

取
っ
た
者
は
、罰
金
一
両
。掟
を
破
っ
た
者

は
、「
所
払
い
」と
な
り
ま
し
た
。鎌
留
を
し

た
地
区
は
、池
田
山
南
部
の
片
山
で
す
。

当
時
、山
稼
ぎ
を
生
業
と
し
て
い
た
人
々

に
と
っ
て
、鎌
留
は
死
活
問
題
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。し
か
し
、毎
年
の
よ
う
に
起
こ
る
山
崩

れ
、土
砂
の
押
し
出
し
、出
水
の
惨
禍
か
ら

川
を
守
り
、水
を
治
め
る
た
め
に
、住
民
自

ら
が
厳
し
い
治
山
の
掟
を
制
定
し
、守
っ
た

の
で
し
た
。

市
橋
港
と
杭
瀬
川
舟
運

明
治
二
九
年（
一
八
九
六
）、池
田
郡
と
大

野
郡
の
一
部
を
も
っ
て
揖
斐
郡
と
な
り
、明

治
三
〇
年
郡
制
実
施
に
伴
い
、県
下
全
域
に

町
村
合
併
が
進
め
ら
れ
、池
田
町
域
に
は
、

「
本
郷
村
」「
養や

基ぎ

村
」「
宮
地
村
」「「
池
田
村
」

「
八
幡
村
」の
五
つ
の
新
し
い
村
が
誕
生
し
ま

し
た
。

こ
れ
に
先
立
つ
明
治
二
五
年
頃
、安
八
郡

北
一
色
村（
現
神
戸
町
）の
大
場
倉
蔵
が
、八

幡
村
よ
り
下
流
の
杭
瀬
川
の
豊
富
な
水
量
に

着
眼
し
て
、市
橋
港
を
開
設
し
ま
し
た
。八

幡
・
市
橋
〜
赤
坂
を
経
て
、大
垣
西
方
を
迂
回

し
て
揖
斐
川
に
合
流
す
る
杭
瀬
川
は
、江
戸

時
代
よ
り
水
路
に
よ
る
貨
物
輸
送
の
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
か
ら
で
す
。明
治
三
〇
年

に
は
、市
橋
港
の
一
層
の
充
実
を
図
り
、最
盛

期
に
は
二
六
〇
余
隻
の
共
船
組
合
も
組
織
さ

れ
ま
し
た
。積
荷
は
地
元
特
産
の
石
灰
を
中

心
に
、木
炭
、柿
渋
の
ほ
か
様
々
で
し
た
。

市
橋
港
は
地
元
や
郡
内
の
生
産
物
資
の

集
散
地
と
し
て
揖
斐
郡
の
発
展
の
一
翼
を
担

い
ま
し
た
が
、大
正
八
年（
一
九
一
九
）美
濃

赤
坂
線
、昭
和
三
年（
一
九
二
八
）市
橋
線
が

開
設
さ
れ
る
と
、石
灰
な
ど
の
運
搬
は
鉄
道

に
移
行
し
ま
し
た
。加
え
て
、杭
瀬
川
改
修

の
影
響
で
船

の
航
行
が
困

難
と
な
り
、

昭
和
一
三

年
、
市
橋
港

は
そ
の
歴
史

に
幕
を
降
ろ

し
ま
し
た
。

健
康
文
化
都
市
を
目
指
し
て

昭
和
二
五
年
池
田
村
に
安
八
郡
北
平
野

村
白
鳥
が
編

入
、
池
田
村
は

本
郷
村
と
合
併

し
て
温
知
村
と

な
り
ま
す
。
昭

和
二
九
年
同
村

は
町
制
が
施
行

さ
れ
池
田
町
と

な
り
、
昭
和
三

〇
年
八
幡
村
・

宮
地
村
と
合
併
し
ま
し
た
。昭
和
三
一
年
養

基
村
の
一
部
を
編
入
、大
字
市
橋
の
一
部
が

不
破
郡
赤
坂
町（
現
大
垣
市
）に
編
入
さ
れ
、

現
在
の
池
田
町
域
と
な
り
ま
し
た
。新
し
い

町
の
建
設
を
目
指
し
て
、土
地
改
良
事
業
や

杭
瀬
川
の
改
修
、道
路
整
備
、ほ
場
整
備
事

業
、池
田
山
と
池
田
山
麓
の
開
発
な
ど
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

昭
和
四
八
年
に
は「
池
田
町
総
合
計
画
」

を
策
定
し
、「
豊
か
な
人
間
環
境
を
保
障
す

る
文
化
田
園
都
市
の
建
設
」を
目
標
に
、文

化
施
設
や
社
会
福
祉
施
設
な
ど
の
建
設
を
積

極
的
に
推
進
し
ま
し
た
。

平
成
一
七
年
に
は
町
制
五
〇
周
年
を
迎

え
、「
国
際
理
解
教
育
推
進
事
業
」を
は
じ
め
、

新
し
い
時
代
の
教
育
を
積
極
的
に
進
め
て
い

ま
す
。

ふ
る
さ
と
の
街
・
探
訪
記
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ふるさとの街・探訪記
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面
の
谷
々
の
水
を
集
め
池
田
町
の
中
央
を
南

流
し
、大
垣
市
高
淵
地
内
で
牧
田
川
へ
合
流
、

大
垣
の
西
部
を
迂
回
し
て
、揖
斐
川
に
合
流

し
て
い
ま
す
。池
田
山
の
雨
水
の
流
出
は
速

く
、流
れ
出
る
土
砂
の
た
め
に
天
井
川
と
な

っ
て
い
ま
し
た
。八
幡
村
で
は
蛇
行
し
て
流

れ
、下
流
へ
の
水
は
け
が
悪
い
う
え
、東
川
、

中
川
な
ど
の
支
流
に
逆
流
し
て
各
所
で
氾

濫
し
ま
し
た
。南
部
の
市
橋
付
近
で
は
一
面

が
水
に
つ
か
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
、小
学

校
へ
通
う
児
童
が
舟
で
送
っ
て
も
ら
う
こ
と

も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

東
川
は
、現
在
の
粕
ヶ
原
あ
た
り
の
揖
斐

川
を
水
源
と
し
て
、上
田
・
下
東
野
・
六
之
井

の
東
部
を
南
下
し
、市
橋
の
明
渡

み
ょ
う
ど

付
近
で
杭

瀬
川
に
合
流
し
て
い
ま
し
た
。集
中
豪
雨
に

よ
る
出
水
の
際
、杭
瀬
川
の
水
位
が
高
い
た

め
、大
量
の
水
が
東
川
へ
逆
流
し
て
い
ま
し

た
。中

川
は
湧わ

く

の
川
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。「
湧
」は
、水
が
地
中
か
ら
噴
き
出
し
て

く
る
状
態
を
表
す
言
葉
で
、扇
状
地
を
も
ぐ

っ
て
き
た
地
下
水
が
、上
八
幡
の
瑞
泉
寺
の

低
地
に
湧
き
出
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
名

よ
り
ま
す
。戦
後
に
は
、町
内
の
各
地
で
ポ

ン
プ
が
普
及
し
ま
し
た
。そ
の
後
、ほ
場
整

備
に
併
せ
て
用
水
路
の
改
善
が
進
み
、昭
和

五
〇
年
代
に
は
国
営
西
濃
用
水
か
ん
が
い

事
業
も
完
成
し
、水
不
足
問
題
は
解
決
さ
れ

ま
し
た
。扇

端
部
は
水
郷
地
帯

一
方
、

扇
状
地
の

扇
端
部
に

位
置
す
る

八
幡
地
区

（
旧
八
幡

村
）
で
は
、

水
事
情
は

一
変
し
ま

す
。
扇
状

地
を
伏
流
し
て
き
た
地
下
水
が
各
所
で
湧

き
出
し
、屈
曲
す
る
杭
瀬
川
と
そ
の
支
流
が

幾
筋
も
流
れ
る
同
地
区
は
、水
郷
地
帯
と
い

う
呼
称
が
ふ
さ
わ
し
い
様
相
を
呈
し
て
い

ま
し
た
。

杭
瀬
川
は
、池
田
山
を
水
源
と
し
て
東
斜 扇

状
地
に
立
地
す
る
池
田
町
は
古
く
か
ら
稲
作
が

盛
ん
で
し
た
が
、多
く
の
水
田
が
水
不
足
に
悩
ま
さ

れ
て
き
ま
し
た
。一
方
、町
の
南
部
一
帯
は
、杭
瀬
川

と
そ
の
支
流
の
氾
濫
や
過
剰
な
湧
水
に
苦
し
ん
で
き

ま
し
た
。天
井
川
と
な
っ
て
い
た
杭
瀬
川
の
改
修
は
、

人
々
の
長
年
の
悲
願
で
し
た
。

池
田
町
の
水
環
境
と

杭
瀬
川
上
流
改
修

岐阜県池田町 
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揖
斐
川
や
粕
川
の
扇
状
地
に
あ
る
池
田

町
の
平
野
部
は
、古
代
よ
り
開
発
が
進
み
、

西
濃
地
方
で
も
っ
と
も
一
反
あ
た
り
の
収
穫

が
高
い
水
田
地
帯
で
し
た
。と
は
い
え
、そ

の
水
事
情
は
、扇
状
地
の
中
央
部
と
扇
端
部

で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。

か
つ
て
の
池
田
村
、本
郷
村
な
ど
が
位
置

す
る
扇
状
地
の
中
央
部
は
、水
は
け
の
良
い

砂
礫
層
で
あ
る
た
め
、用
水
路
か
ら
の
漏
水

が
多
い
上
、水
田
は
多
量
の
水
を
必
要
と
し

ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
地
区
は
、粕
川
や
揖
斐
川
か
ら

用
水
を
得
て
い
ま
し
た
が
そ
の
量
は
十
分

で
は
な
く
常
に
深
刻
な
水
不
足
に
悩
ま
さ

れ
て
い
ま
し
た
。特
に
、粕
川
か
ら
取
水
し

て
い
る
地
区
で
は
、粕
川
の
水
量
の
割
に
耕

地
面
積
が
多
く
、江
戸
時
代
初
頭
か
ら
番
水

時
割
を
行
な
う
厳
し
い
取
水
管
理
が
な
さ

れ
て
い
ま
し
た
。こ
う
し
た
用
水
が
不
足
す

る
状
況
は
明
治
以
降
も
変
わ
ら
ず
、番
水
制

も
継
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。水
不
足
が
解
消

さ
れ
て
い
く
の
は
、第
二
次
世
界
大
戦
下
の

食
料
増
産
が
叫
ば
れ
る
中
で
、ポ
ン
プ
に
よ

る
地
下
水
の
汲
み
上
げ
が
始
ま
っ
た
こ
と
に

水
不
足
が
深
刻
だ
っ
た

扇
状
地
の
中
央
部

杭瀬川（市橋）

杭瀬川の決壊危機（八幡小学校北・昭和34年）



の
悲
願
で
し
た
。

木
曽
川
上
流
改
修（
大
正
改
修
）の
一
環

と
し
て
牧
田
川
・
杭
瀬
川
合
流
地
点
の
改
修

（
昭
和
八
〜
二
九
）が
進
み
、支
川
改
修
事
業

と
し
て
杭
瀬
川
改
修（
不
破
郡
赤
坂
町
―
養

老
郡
小
畑
村
・
現
養
老
町
間
・
昭
和
二
〜
二

一
）が
完
成
す
る
と
、流
末
へ
の
排
水
に
問
題

が
な
く
な
り
、当
地
域
で
の
改
修
が
現
実
の

も
の
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

昭
和
二
五
年（
一
九
五
〇
）、
八
幡
村
は
隣

接
町
村
の
赤
坂
町（
現
大
垣
市
）と
南
平
野

村（
現
神
戸
町
）と
で
、「
杭
瀬
川
上
流
水
害

予
防
組
合
」
を
結
成
し
、
昭
和
二
五
年
か
ら

五
ヵ
年
の
継
続
事
業
と
し
て
、
改
修
事
業
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
事
業
費
の
負
担
は
、

国
五
〇
％
・
県
二
五
％
・
地
元
負
担
が
二

五
％
で
、
地
元
負
担
の
内
の
半
分
を
八
幡
村

が
負
担
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
大
垣
市
内
赤
坂

町
池
尻
地
内
か
ら
上
流
に
向
け
て
、
約
三
千

ｍ
の
新
川
を
掘
削
し
て
直
線
河
川
と
し
、
そ

の
後
、
市
橋
地
内
に
い
た
る
区
間
の
新
川
掘

削
に
着
手
し
ま
し
た
。

そ
の
後
も
杭
瀬
川
の
改
修
は
続
け
ら
れ
、

昭
和
三
〇
年
か
ら
は
、支
川
の
奥
川
・
中
川

の
大
改
修
が
行
わ
れ
て
無
堤
防
に
近
か
っ
た

杭
瀬
川
本
流
・
支
流
と
も
に
、自
動
車
が
走

行
可
能
な
幅
を
も
っ
た
堤
防
に
生
ま
れ
変
わ

り
ま
し
た
。

昭
和
三
五
年
に
は
中
川
合
流
点（
下
八
幡
）

か
ら
霞
間
ヶ
渓（
藤
代
）ま
で
の
深
町
川
改

修
事
業
に
も
着
手
し
、昭
和
四
〇
年
に
完
成

し
ま
し
た
。

昭
和
四
三

年
か
ら
は
、

夫

婦

め

お

と

橋

（
片
山
南
地

内
）よ
り
、

上
流
の
小こ

牛う
じ

地

区

（
宮
地
）間

の
改
修
事

業
に
着
手
、

河
川
改
修
の
障
害
と
な
る
八
幡
地
区
の
小

学
校
、公
民
館
、消
防
車
庫
、農
協
、民
家
な

ど
を
移
転
し
て
、河
道
を
根
本
的
に
改
修
し

ま
し
た
。

こ
う
し
た
事
業
に
よ
り
、河
流
が
屈
折
し

天
井
川
で
あ
っ
た
杭
瀬
川
の
延
長
六
千
三
百

ｍ
に
わ
た
る
大
改
修
事
業
は
昭
和
五
四
年

に
完
了
し
ま
し
た
。

改
修
の
効
果

杭
瀬
川
上
流
改
修
は
、関
係
者
に
と
っ
て

予
想
も
し
な
い
難
工
事
の
連
続
で
し
た
が
、

こ
の
抜
本
的
な
事
業
は
、地
域
に
大
き
な
効

果
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。蛇
行
し
て
い
た
杭

瀬
川
が
ま
っ
す
ぐ
に
な
っ
て
淀
ん
で
い
た
水

の
流
れ
も
速
く
な
り
、い
つ
も
湛
水
し
て
い

た
地
域
で
湛
水
が
無
く
な
り
ま
し
た
。ま
た
、

河
川
の
河
床
が
低
く
な
っ
た
こ
と
で
、周
辺

の
地
下
水
位
が
下
が
り
湧
水
が
減
っ
て
湿

地
・
ガ
マ
田
が
な
く
な
り
ま
し
た
。乾
田
化

に
よ
っ
て
農
業
の
機
械
化
が
進
み
、収
穫
も

飛
躍
的
に
増
加
し
ま
し
た
。

自
然
を
生
か
し
た
環
境
整
備

池
田
町
一
帯
は
、名
古
屋
市
の
外
郭
都
市

と
し
て
の
市
街
化
が
急
速
に
進
み
、そ
れ
に

伴
い
、河
川
景
観
、親
水
性
の
向
上
に
配
慮

し
た
環
境
整
備
推
進
に
対
す
る
気
運
が
高

ま
っ
て
き
ま
し
た
。住
民
が
作
成
し
た
環
境

整
備
の
青
図
を
行
政
サ
イ
ド
に
提
案
す
る

な
ど
、環
境
に
関
す
る
活
動
も
活
発
化
し
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、杭
瀬
川
環
境
整
備
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づ
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

湿
田
の
稲
作

杭
瀬
川
と
そ
の
支

流
が
合
流
す
る
八
幡

村
の
多
く
の
地
域

は
、普
段
か
ら
水
は

け
が
悪
く
、長
雨
や

豪
雨
に
な
る
と
道
も

田
も
泥
水
の
下
に
な

り
、稲
の
穂
が
見
え

な
く
な
る
ほ
ど
水
に

つ
か
っ
て
し
ま
う
た

め
、湿
田
の
耕
作
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い

ま
し
た
。そ
の
農
作

業
は
実
に
重
労
働

で
、牛
馬
を
使
う
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、腰

近
く
ま
で
泥
田
に
つ
か
っ
て
人
力
で
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
や
っ
か
い
な
の
は
ガ
マ
の
湧
出
で

し
た
。ガ
マ
と
は
地
下
水
が
湧
き
出
し
て
い

る
泉
の
よ
う
な
状
態
の
こ
と
。田
の
一
部
に

ガ
マ
が
噴
き
出
す
と
、そ
の
冷
た
い
湧
水
の

た
め
に
、夏
で
も
田
の
水
温
が
上
が
ら
ず
、

稲
は
十
分
に
育
ち
ま
せ
ん
。こ
の
よ
う
な
湿

田
を
、ガ
マ
田
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

杭
瀬
川
上
流
改
修
の
概
要

杭
瀬
川
と
そ
の
支
川
は
、八
幡
村
で
悪
水

停
滞
や
破
堤
と
い
う
被
害
を
も
た
ら
し
、湿

田
で
の
耕
作
を
強
い
て
き
ま
し
た
。杭
瀬
川

上
流
改
修
は
、水
害
に
苦
し
む
住
民
の
積
年

冠水した田湿田で用いられた田舟

難工事だった杭瀬川改修（藤代・田畑地内）

大垣市 

神
戸
町 

池田町 

杭
瀬
川 

奥
川 

東
川 

中
川 深町川 

萩原 

池野 山洞 

藤代 

〈霞間ヶ谷〉 

六之井 

八幡 

本郷 

小牛 

田畑 

片山 

市橋 

杭瀬川上流改修図
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計
画
が
策
定
さ
れ
、環
境
保
全
、地
域
の
生

活
動
線
と
し
て
の
機
能
向
上
、河
川
景
観
、

水
辺
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
配
慮
し
た
川

づ
く
り
を
目
指
し
た
計
画
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

平
成
六
年
に
は
、町
の
中
心
部
を
流
れ
る

中
川
、東
川
の
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
を
生
か

し
た
公
園
の
整
備
が
進
め
ら
れ
、平
成
八
年
、

中
川
水
郷
公
園
と
東
川
公
園
が
完
成
し
ま

し
た
。中
川
周
辺
の
清
水
池
に
は
、世
界
中

で
も
西
濃
地
方
と
滋
賀
県
東
部
に
し
か
い

な
い
、極
め
て
珍
し
い「
ハ
リ
ヨ
」が
生
息
し

て
い
ま
す
。ハ
リ
ヨ
は
ト
ゲ
ウ
オ
科
の
淡
水

魚
で
、こ
の
近
辺
は
南
限
の
ひ
と
つ
。清
水
池

は
ハ
リ
ヨ
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、ハ
リ
ヨ

が
繁
殖
で
き
る
貴
重
な
環
境
を
保
持
し
て

い
ま
す
。

明
治
・
大
正
期
に
砂
防
工
事
が
施
さ
れ
た

大
津
谷
で
は
、公
園
整
備
と
水
辺
が
一
体
と

な
っ
た
砂
防
環
境
整
備
を
平
成
七
年
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
、平
成
一
一
年
に
完
成
し
ま
し
た
。

こ
の
大
津
谷
に
は
、古
く
か
ら
流
路
工
が
整

備
さ
れ
て
い
て
、砂
防
の
技
術
や
歴
史
を
学

ぶ
上
で
貴
重
な
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま

た
桜
の
名
所
と
し
て
も
有
名
で
、春
と
も
な

れ
ば
多
く
の
人
々
が
訪
れ
ま
す
。

さ
ら
に
平
成
一
二
年
に
は
緑
の
基
本
計

画
を
策
定
し
ま
し
た
。こ
れ
は
都
市
化
に
よ

っ
て
自
然
が
損
な
わ
れ
る
の
を
防
ぎ
、豊
か

な
自
然
を
後
世
に
残
す
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。こ
の
計
画
に
よ
り
、人
口
の
割
に

公
園
や
緑
地
が
少
な
い
南
部
地
域
を
対
象

と
し
て
、公
園
づ
く
り（
池
田
南
部
公
園
整

備
事
業
）に
着
手
。平
成
一
八
年
の
完
成
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

■
参
考
文
献

『
池
田
町
史
』
通
史
編
　
昭
和
五
三
年
　
池
田
町

『
池
田
町
　
五
十
年
の
あ
ゆ
み
』

平
成
一
七
年
　
池
田
町

『
ふ
る
さ
と
や
わ
た
の
川
と
道
』

平
成
一
二
年
　
池
田
町
八
幡
公
民
館

『
木
曽
三
川
治
水
百
年
の
あ
ゆ
み
』

平
成
七
年
　
建
設
省（
国
土
交
通
省
）

高
度
経
済
成
長
期
の
昭
和
三
〇
〜
四

〇
年
代
、
地
域
開
発
に
伴
っ
て
池
田
山
山

麓
で
大
小
無
数
の
古
墳
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
昭
和
四
二
年（
一
九
六
七
）か
ら

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
池
田
町
は
、
昭
和

四
六
年
に
「
古
墳
の
町
」
を
宣
言
し
、
岐

阜
県
指
定
史
跡
の
願
成
寺
西
墳
之
越
古

墳
群
を
横
切
る
道
路
計
画
を
変
更
す
る

な
ど
、
古
墳
の
保
存
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

池
田
山
か
ら
東
に
流
れ
出
る
大
津
谷

の
右
岸
、
見
晴
ら
し
の
良
い
扇
状
地
上
に

あ
る
願
成
寺
西
墳
之
越
古
墳
群
は
、
面
積

約
九
ｈａ
の
中
に
こ
れ
ま
で
に
一
一
一
基

の
古
墳
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
県
下
で
も

最
大
級
の
群
集
墳
で
す
。
主
に
古
墳
時
代

後
期
の
六
世
紀
末
以
降
に
爆
発
的
に
造

営
さ
れ
た
も
の
で
、こ
の
よ
う
な
大
規
模

な
群
集
墳
は
周
辺
の
一
つ
や
二
つ
の
集

落
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く

く
、
広
い
範
囲
の
多
く
の
集
落
が
こ
の
地

を
墓
地
と
し
て
利
用
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

願
成
寺
西
墳
之
越
古
墳
群
は
、
調
査
の

後
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
お
り
、
一
号
墳

や
五
一
号
墳
な
ど
で
そ
の
状
態
が
良
く

わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
古
墳
時
代
中
期
の

三
六
号
墳
や
後
期
の
九
五
号
墳
・
一
〇
一

号
墳
か
ら
出
土
し
た
土
師
器
・
須
恵
器
・

鉄
剣
な
ど
の
副
葬
品
は
、
池
田
町
中
央
公

民
館
に
常
時
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
平
成
九
年
に
、
主
要
地
方

道
岐
阜
―
関
ヶ
原
線
の
建
設
に
お
い
て

発
見
さ
れ
た
南
高
野
古
墳
の
一
部
を
近

く
の
公
園
・
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
片
山
に
移

設
し
て
い
ま
す
。
今
年
七
月
に
は
、「
中

八
幡
古
墳
出
土
品
」
が
池
田
町
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
中
八
幡
古
墳
は
五

世
紀
に
築
造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
で
、そ

の
出
土
品
に
は
日
本
に
お
け
る
初
期
馬

具
を
は
じ
め
と
し
て
朝
鮮
半
島
と
の
関

係
を
う
か
が
わ
せ
る
豊
富
な
遺
物
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

「
古
墳
の
町
」宣
言
・
池
田
町

95号墳出土遺物

1号墳の横穴式石室

36号墳の竪穴式石槨

県指定天然記念物のハリヨ繁殖地（現在の清水池）

大津谷公園
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町
の
シ
ン
ボ
ル
、池
田
山

名
神
高
速
道
路
大

垣
ＩＣ
か
ら
国
道
を
北

上
す
る
と
、大
垣
と

池
田
町
を
ま
た
ぐ
よ

う
に
、で
ー
ん
と
腰

を
据
え
る
金
生
山
が

み
え
て
き
ま
す
。金
生
山
を
過
ぎ
る
と
次
に

見
え
て
く
る
の
が
、池
田
山
で
す
。

青
空
の
下
、美
し
い

稜
線
を
際
立
た
せ
る
池

田
山
は
、遊
歩
道
が
整

備
さ
れ
、ハ
ン
グ
グ
ラ

イ
ダ
ー
の
メ
ッ
カ
と
し

て
も
有
名
な
と
こ
ろ
。

中
腹
で
は
小
僧
ヶ
滝
が

清
々
し
い
姿
を
見
せ
、

山
麓
で
は
池
田
温
泉

が
、く
つ
ろ
ぎ
の
時
間

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く

れ
ま
す
。

こ
の
池
田
山
は
、杭

瀬
川
の
水
源
と
し
て

人
々
に
恵
み
を
も
た
ら

し
、生
い
茂
る
樹
木
は
、燃
料
の
薪
や
普
請
材

に
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。豊
か
な
自
然
の

営
み
も
、あ
る
時
は
牙
を
む
き
、土
石
流
を

引
き
起
こ
す
こ
と
も
。

そ
ん
な
自
然
へ
の
畏
怖
と
感
謝
を
込
め
て
、

池
田
町
の
祭
り
は
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

祭
り
は
い
わ
ば
、歴
史
の
語
り
部
で
す
。池

田
町
に
伝
わ
る
祭
り
を
訪
ね
て
、旅
し
て
み

ま
し
ょ
う
。桜

の
名
所
・
霞
間
ヶ
渓

国
の
名
勝
・
天
然
記
念
物
・
霞
間
ヶ
渓
は
池

田
山
が
生
み
出
し
た
桜
の
名
所
で
す
。花
の
咲

く
様
子
を
遠
く
か
ら
見
る
と
、霞
が
か
か
っ
た

よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、い
つ
し
か「
霞
間
ヶ

渓
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

春
に
な
れ
ば
桜
が
咲
き
競
う
こ
の
谷
も
、歴

史
の
物
語
に
彩
ら
れ
て
い
ま
す
。池
田
山
で

一
、二
を
争
う
深
さ
の
こ
の
谷
は
、慶
安
三
年

（
一
六
五
〇
）激
し
い
山
崩
れ
を
起
こ
し
、以
後

も
た
び
た
び
崩
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、そ
ん
な
土
砂
災
害
を
防
ぎ
山

林
保
護
の
た
め
の
鎌
留
め
を
申
し
合
わ
せ
、

草
木
の
伐
採
を
禁
止
し
ま
し
た
。こ
う
し
た

治
山
へ
の
取
り
組
み
は
功
を
奏
し
、谷
一
面

を
雑
木
と
と
も
に
山
桜
が
覆
い
つ
く
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。明
治
一
四
年（
一
八
八
一
）、

岐
阜
県
の
小
崎
県
令
は
こ
の
景
勝
地
の
保

護
・
紹
介
に
尽
力
し
ま
す
が
、明
治
二
九
年

（
一
八
九
六
）の
豪
雨
に
よ
っ
て
、山
は
荒
れ

桜
も
壊
滅
状
態
に
。こ
の
時
、堤
防
修
築
と
と

も
に
数
千
本
の
山
桜
を
植
樹
し
た
も
の
が
、

現
在
の
母
体
で
す
。

天
を
切
り
裂
く
稲
妻
、怒
涛
の
よ
う
に
荒

れ
狂
う
泥
の
川
、実
り
の
時
を
迎
え
た
田
も

畑
も
、そ
し
て
家
さ
え
も
瞬
時
に
奪
い
去
る

自
然
の
猛
威
を
前
に
、人
々
は
鎌
留
め
と
い

う
方
法
を
選
ぶ
こ
と
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
す
。

そ
ん
な
人
々
の
苦
し
み
も
涙
も
知
っ
て
か

知
ら
ず
か
、霞
間
ヶ
渓
の
桜
は
、大
地
に
し
っ

か
り
根
を
下
ろ
し
て
い
ま
し
た
。

片
山
八
幡
神
社
市
や
ま
の
鯰
押
さ
え

霞
間
ヶ
渓
の
桜
が
咲
き
誇
る
頃
、片
山
の
八

幡
神
社
で
は
、祭
囃
子
が
響
き
わ
た
り
ま
す
。

境
内
に
し
つ
ら
え
た
屋
形
の
高
欄
で
は
、

老
人
、大
鯰
、獅
子
の
三
体
の
人
形
が
、「
鯰
押

さ
え
」の
演
目
を
。白
髪
の
老
人
が
赤
い
頭
巾

を
か
ぶ
り
、瓢
箪
を
両
手
で
振
り
か
ざ
し
、暴

れ
狂
う
大
鯰
を

押
さ
え
よ
う
と

必
死
で
す
。こ
れ

は
約
三
百
年
前

の
大
干
ば
つ
が

モ
チ
ー
フ
と
な

っ
て
い
ま
す
。

干
ば
つ
に
苦

し
む
村
人
が
、雨
乞
い
祈
願
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、未
明
か
ら
激
し
い
雷
雨
と
な
り
、こ
の
雨

で
満
水
し
た
片
山
深
町
の
田
面
を
、六
尺
も

あ
る
大
鯰
が
泳
ぎ
あ
が
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。

村
人
は
、こ
れ
は
吉
兆
で
神
の
お
使
い
で
あ

る
と
大
鯰
を
神
前
に
供
え
、笛
・
太
鼓
に
合
わ

せ
て
神
楽
と
鯰
押
さ
え
を
奉
納
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
、毎
年
四
月
第
二
日
曜
日
、片
山
八

幡
神
社
祭
礼
に
奉
納
さ
れ
る
、片
山
八
幡
神

社
市
や
ま
の
由
来
で
す
。こ
の「
鯰
押
さ
え
」

の
演
目
は
、大
垣
祭
り
や
綾
野
祭
り
な
ど
、

干
ば
つ
に
苦
し
ん
だ
杭
瀬
川
流
域
に
多
く
見

ら
れ
ま
す
。

悪
魔
祓
い
を
願
う
、白
鳥
神
楽

渇
水
に
ま
つ
わ
る
祭
り
は
、白
鳥
地
区
に

も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

天
空
へ
駆
け
上
が
る
、

祭
囃
子
の
音
色
。

岐阜県池田町 

実
り
の
時
を
迎
え
た
黄
金
田
は
、秋
風
に
揺
れ
、

暮
れ
な
ず
む
夕
日
は
、す
す
き
野
を
茜
色
に
染

め
上
げ
る
。今
は
す
っ
か
り
穏
や
か
な
山
も
川

も
、牙
を
む
き
、暴
れ
ま
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と

い
う
。池
田
町
に
伝
わ
る
祭
礼
は
、そ
ん
な
歴
史

の
語
り
部
で
す
。天
空
へ
。そ
し
て
次
代
へ
。祭
囃

子
の
音
色
は
、絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

池田温泉、本館露天風呂の一つ

池田山（池田の森）

片山八幡神社市やま

池田山からの景色
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◆みの池田ふるさとまつり◆

昭和51年、合併20年を過ぎた池田町
では、「みの池田ふるさと祭り」の開催を
決定しました。池田町を遠く離れている
人々も、ふるさとへ帰り歴史や伝統にふ
れてもらおうという目的もありました。
明和義民供養祭や武将供養祭、郷土芸
能披露に各種バザーなど、全町が祭り一
色に盛り上がります。

●お問い合せ● 
◆池田町役場◆ 

〒503-2492　岐阜県揖斐郡池田町六之井1468-1 
TEL 0585-45-3111　http://www.town.ikeda.gifu.jp/

●交通のご案内● 

◆名古屋方面からお車をご利用の方 

名古屋市 
国道22号・国道21号・国道417号 

（約100分） 

◆名古屋方面から公共交通機関をご利用の方 

名古屋駅 大垣駅 
JR東海道本線 
（約40分） 

池
田
町 

池野駅 
近鉄養老線 
（約18分） 

享
和
元
年（
一
八
〇

一
）、白
髭
神
社（
白
鳥

神
社
の
前
身
）境
内
か

ら
泉
が
湧
き
出
し
、神

楽
の
面
が
現
れ
ま
し

た
。驚
い
た
人
々
は
、

神
さ
ま
か
ら
の
授
か

り
物
と
し
て
、大
切
に
奉
納
し
ま
し
た
。

時
は
下
り
、安
政
三
年（
一
八
五
六
）年
の

夏
。一
帯
が
大
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
、

村
役
の
権
九
郎
の
提
案
で
泉
か
ら
出
た
神
楽

面
を
着
け
て
皆
で
踊
っ
た
と
こ
ろ
、明
け
方

近
く
か
ら
一
昼
夜
続
き
の
大
雨
と
な
り
ま
し

た
。そ
れ
以
来
、神
社
の
お
祭
り
に
獅
子
舞
を

奉
納
す
る
よ
う
に
な
り
、そ
の
神
楽
を
権
九

郎
神
楽
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
白
鳥
神
楽
の
ル
ー
ツ
で
す
。手
に

鈴
と
御
幣
を
持
ち
、お
囃
子
に
あ
わ
せ
て「
悪

魔
払
い
」を
行
う
も
の
で
、毎
年
、白
鳥
神
社

の
祭
礼
日（
四
月
一
一
日
・
一
二
日
　
九
月

一
五
日
）に
奉
納
さ
れ
ま
す
。

雨
を
願
う
、古
式
般
若
お
ど
り

胸
に
太
鼓
を
抱
き
、孔
雀
の
よ
う
な
羽
根

を
風
に
は
た
め
か
せ
な
が
ら
、男
た
ち
は
大

地
に
足
を
踏
み
し
め
て
踊
り
ま
す
。般
若
畑

に
伝
わ
る
雨
乞
い
踊
り
で
す
。

六
百
年
ほ
ど
昔
、池
田
山
山
麓
一
帯
が
大

干
ば
つ
に
な
っ
た
と
き
、農
民
が
集
ま
り
、神

さ
ま
に
雨
の
恵
み
を
願
う
た
め
踊
っ
た
の
が

始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

八
人
の
踊
り
手
が
、笛
や
鉦
、法
螺
貝
に

合
わ
せ
踊
る
も
の
で
、背
中
に
は
二
ｍ
あ
ま

り
も
あ
る
シ
ナ
イ
を
背
負
っ
て
い
ま
す
。シ
ナ

イ
は
、色
鮮
や
か
な
五
色
の
紙
で
飾
ら
れ
た

竹
の
飾
り
。

第
二
次
世
界

大
戦
の
前
後
の

五
〇
年
ほ
ど
中

断
さ
れ
ま
し
た

◆ヤングフェスティバル◆

池田町青年のつどい協議会を中心に、
池田町総合体育館で行われるイベントで
す。西濃有数の規模を誇る「るんるんフリ
ーマーケット」やバザーの「喰う喰うモー
ル」、バンド演奏など、若者を中心とした
熱いイベントが繰り広げられます。

が
、昭
和
五
一
年「
み
の
池
田
ふ
る
さ
と
祭

り
」を
機
に
復
活
、現
在
で
は
同
ふ
る
さ
と
祭

り
ほ
か
、各
地
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
踊
ら
れ

て
い
ま
す
。

壮
麗
な
市
山
か
ら
く
り
花
火

夜
空
を
滝
の
よ
う
に
流
れ
る
仕
掛
け
花
火

と
か
ら
く
り
人
形
の
競
演
。こ
の
壮
麗
な
祭

り
が
、市
山
か
ら
く
り
花
火
で
す
。

祭
礼
は
、境
内
に
設
置
さ
れ
た
置
山
の
上

で
、「
や
っ
こ（
か
ご
ぬ
け
）」「
ゆ
と
り
市
」「
お

や
ま
市
」三
体
の
操
り
人
形
が
お
囃
子
に
あ

わ
せ
て
、演
技
を
し
ま
す
。そ
の
合
い
の
手
を

縫
う
よ
う
に
闇
夜
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る

様
々
な
仕
掛
け
花
火
は
、ま
さ
に
圧
巻
で
す
。

池
田
の
人
々
が
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
伝
承

し
た
伝
統
芸
能
で
、毎
年
九
月
一
五
日
、下
東

野
の
神
明
神
社
で
行
わ
れ
ま
す
。

そ
の
昔
、境
内
の
樹
木
を
一
枝
切
れ
ば
、小

判
三
両
の
罰
則
を
定
め
て
い
た
神
明
神
社
で

す
が
、百
余
年
前
の
暴
風
雨
で
見
事
な
樹
木

も
、す
っ
か
り
姿
を
消
し
た
そ
う
で
す
。ま
た

粕
川
の
大
洪
水
に
よ
り
社
殿
が
流
失
し
た
こ

と
も
あ
っ
た
と
か
。そ
ん
な
災
害
に
も
負
け

ず
、今
も
伝
承
さ
れ
る
技
法
の
数
々
は
、人
々

の
こ
の
地
に
か
け
る
心
意
気
を
表
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。

池
田
町
に
伝
承
さ
れ
る
祭
り
は
、水
害
や

干
ば
つ
に
由
来
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

眼
前
に
川
や
山
を
控
え
て
い
る
た
め
、出
水

に
悩
ま
さ
れ
、水
が
ほ
し
い
時
に
は
、川
床
が

む
き
出
し
に
な
る
…
。秋
晴
れ
の
日
に
、輝
く

山
も
川
も
今
で
は
す
っ
か
り
穏
や
か
で
す
が
、

そ
ん
な
苦
闘
の
日
々

を
忘
れ
な
い
た
め

に
、
そ
し
て
昔
の

人
々
へ
の
感
謝
を
込

め
て
、祭
り
の
音
色

は
、天
空
へ
駆
け
上

が
っ
て
い
き
ま
す
。

東
川 

揖
斐
川 

中
川 

深町川 

粕川 

杭
瀬
川 

揖斐 

梵鐘 

般若おどり 般若おどり 

願成寺古墳群 願成寺古墳群 

雲上の桜 雲上の桜 

本郷城跡 

霞間ヶ渓 

片山八幡神社 片山八幡神社 

池田山 

近
鉄
養
老
線 

美
濃
本
郷 

池田信輝 
父子の墓 

龍徳寺 

白鳥神社 

下東野の 
神明神社 安国寺 安国寺 

北池野 

乳くれ地蔵 

円興寺 
トンネル 

池田温泉 

池野 

417

季節を彩るイベント

10月第１日曜日

9月中旬

◆池田サクラまつり◆

50年の歴史を誇るこの祭りでは、町
内外の保育園児から中学生までを対象
とした写生大会や郷土芸能披露、特産品
即売会などの多彩なイベントが、霞間ヶ
渓や大津谷の数千本の桜の木の下で行
われます。

3月下旬～4月中旬

白鳥神楽

古式般若おどり

市山からくり花火
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古
代
・
律
令
体
制
の
行
政
区
分
で
は
、国

の
下
に
郡
が
置
か
れ
ま
し
た
。大
化
の
改
新

の
時
に
成
立
し
た
評こ

お
り

が
、大
宝
律
令（
七
〇

一
年
制
定
）に
お
い
て
郡
と
な
り
郡
司
が
管

轄
し
、律
令
制
度
を
支
え
る
行
政
機

関
と
し
て
班
田
や
徴
税
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
ま
し
た
。

そ
の
境
界
の
多
く
が
特
に
平
野
部

に
お
い
て
は
河
川
に
よ
っ
て
分
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。し
た
が
っ
て
、郡
界

は
、そ
れ
が
制
定
さ
れ
た
古
代
の
河

道
を
想
定
す
る
手
掛
か
り
と
な
っ
て

い
ま
す
。ま
た
、河
道
の
変
化
に
よ
っ

て
新
た
な
郡
が
創
設
さ
れ
る
こ
と

や
、逆
に
郡
が
消
滅
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

岐
阜
扇
状
地
で
の
長
良
川

郡
上
市
高
鷲
の
大
日
ヶ
岳
に
端
を

発
し
た
長
良
川
は
、美
濃
の
山
間
部

を
流
れ
、岐
阜
市
金
華
山
の
麓
で
濃

尾
平
野
に
出
ま
す
。平
野
部
に
出
た

長
良
川
は
伊
自
良
川
の
合
流
点
付
近

ま
で
の
約
五
㎞
に
わ
た
り
岐
阜
扇
状

地
を
形
成
し
ま
し
た
。人
の
手
が
加

川
は
早
田
・
池
之
上
・
東
島
・
江
口
な
ど
の
諸

村
を
貫
流
し
、早
田
村
で
は
東
伝
寺
地
区
が

切
り
離
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、こ
の
河
川

は
直
ち
に
長
良
川
本
流
と
い
え
る
よ
う
な
大

河
川
と
し
て
出
現
し
た
の
で
は
な
い
よ
う
で

す
。長

良
川
を
行
き
交
う
荷
舟
か
ら
役
銀
を

徴
収
す
る
長
良
川
役
所
は
は
じ
め
早
田
村

馬
場（
元
中
大
川
・
長
良
川
の
分
流
地
点
）に

あ
り
ま
し
た
が
、寛
永
一
三
年（
一
六
三
六
）

長
良
川
左
岸
の
中
川
原
に
移
っ
て
い
ま
す
。

わ
ら
な
い
自
然
状
態
の
河
川
は
扇
状
地
内

に
お
い
て
、洪
水
に
よ
る
河
道
変
更
を
繰
り

返
し
網
状
に
流
下
し
ま
す
。こ
の
た
め
河
道

と
河
道
に
挟
ま
れ
た
土
地
は
島
状
形
態
と

な
り
ま
す
。岐
阜
市
内
の
近
島
･
旦
島
な
ど

の
地
名
は
そ
の
地
形
の
名
残
り
で
す
。

幾
筋
も
の
河
道
に
分
か
れ
扇
状
地
を
流

れ
て
い
た
長
良
川
で
す
が
、古
代
に
お
け
る

本
流
は
、岐
阜
市
長
良
か
ら
ま
っ
す
ぐ
西
に

流
れ
、早
田
の
北
・
則
武
の
南
を
通
っ
て
伊
自

良
川
に
合
流
す
る
※
元
中
大
川
で
し
た
。現

在
の
長
良
川
よ
り
も
北
方
を
通
っ
て
い
た
元

中
大
川
は
、厚
見
郡
と
方
縣
郡
の
郡
境
と
な

っ
て
お
り
、こ
の
こ
と
か
ら
も
古
代
に
お
い

て
は
、こ
の
河
道
が
最
も
大
き
な
流
れ
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
ま
す
。

※
元
中
大
川
…
長
良
川
の
昭
和
の
改
修
時
に
長
良
古
川
と
呼

ば
れ
た
川
筋
。現

河
道
へ
の
変
更

天
文
三
年（
一
五
三
四
）、大
洪
水
が
あ
り
、

岐
阜
市
早
田
で
用
水
の
取
水
口
を
破
壊
し
て

新
河
道（
現
長
良
川
）が
出
現
し
ま
し
た
。新

長
良
川
・
揖
斐
川
は
、山
地
を
抜
け
て
平
野
部

に
出
る
と
扇
状
地
を
形
成
し
そ
の
流
路
を
頻

繁
に
変
え
て
き
ま
し
た
。河
道
変
更
は
有
史
以

降
も
繰
り
返
さ
れ
、古
代
に
定
め
ら
れ
た
郡
界

に
そ
の
足
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。今
回

は
、郡
界
と
の
関
係
を
中
心
に
長
良
川
・
揖
斐

川
の
河
道
変
遷
を
見
て
い
き
ま
す
。

第 二 編  

木曽三川の 

河道変遷 
木曽三川の 

河道変遷 
木曽三川の 

河道変遷 

長
良
川
・
揖
斐
川
の

河
道
変
化
と
郡
境

N

赤坂 

八幡 

六之井 

東野 

杉野 

公郷 

房島 

揖
斐
川 

杭瀬川 

墨俣 

津村 

斉田 

落合 

牛牧 

呂久 

杭
瀬
川 

杭
瀬
川
古
流 

大
野
郡 

池
田
郡 北方 

糸
貫
川 

犀
川 

席
田
郡 

根
尾
川（
藪
川
） 

船木山 

根 尾 川 山口 

旦島 

近島 

島輪中 

早田 

岐阜 

長良 
鷲山 

高富 

則武 

金華山 

池之上 

中川原 

方縣郡 

※長良古川 

※元中大川 

長
良
川 

伊
自
良
川 

古
根
尾
川 

厚見郡 

木曽旧河道 
（天正14年以前） 

揖斐郡 

不破郡 

安八郡 

稲葉郡 

岐阜市 本
巣
郡 

旧河道 
郡境（古代～近世） 
郡境（明治29年） 

※元中大川※長良古川の呼称は、「宝永二年長良川
通堤色分絵図」によりました。長良川の昭和の改修
時には、元中大川を長良古川、長良古川を長良古々
川と呼称しましたが河川の形成順では逆の呼び方を
するべきとの指摘があります。 

長良川（岐阜市）
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こ
の
理
由
を
岐
阜
市
史
で
は
、『
現
在
の
流
路

に
近
い
南
の
川
は
、（
中
略
）近
世
初
頭
に
は

現
在
と
比
較
に
な
ら
ぬ
程
小
さ
な
川
で
、長

良
川
の
本
流
は
も
っ
と
北
を
流
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。長
良
川
役
所
が
は
じ
め
早
田
村

馬
場
に
あ
っ
た
の
も
、そ
う
し
た
長
良
川
の

流
路
に
照
応
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。そ
れ
が
寛
永
期
に
川
瀬
が
変
わ
り
中
川

原
の
地
に
移
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、岐
阜

町
よ
り
の
井
川
が
以
前
と
比
べ
て
大
き
な
流

れ
に
な
っ
て
き
た
こ
と
・・・・
』と
し
て
い
ま

す
。長
良
川
は
序
々
に
本
流
に
変
わ
っ
て
い

っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、江
戸
時
代
初
頭
、尾
張
藩
領
早
田

村
・
池
之
上
村
は
長
良
川
に
よ
っ
て
岐
阜
町

と
隔
て
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
岐
阜

町
の
附
村
と
な
っ
て
お
り
、早
田
村
な
ど
は
、

村
方
と
町
方
に
分
け
て
支
配
が
行
な
わ
れ

る
程
岐
阜
町
の
町
人
と
結
び
つ
い
て
い
ま
し

た
。こ
れ
は
長
良
川
本
流
と
呼
べ
る
よ
う
な

大
河
川
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
い
た
と
は
考
え

に
く
い
関
係
で
す
。

し
か
し
そ
の
後
、長
良
川
が
大
河
川
と
な

る
と
、早
田
村
・
池
之
上
村
は
、長
良
川
と
元

中
大
川
に
は
さ
ま
れ
た
近
島
村
や
旦
島
村

な
ど
と
と
も
に
島
輪
中
を
形
成
し
て
い
き
ま

す
。早
田
村
・
池
之
上
村
は
明
治
二
二
年（
一

八
八
九
）に
成
立
し
た
岐
阜
市
に
は
加
わ
ら

ず
、明
治
三
〇
年（
一
八
九
七
）島
輪
中
一
〇

ヶ
村
で
島
村
を
形
成
し
ま
し
た
。岐
阜
町
と

の
結
び
つ
き
よ
り
、輪
中
内
で
の
連
帯
の
方

が
強
く
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。島
村
が

岐
阜
市
と
合
併
す
る
の
は
昭
和
に
な
っ
て
か

ら
の
こ
と
で
す
。

か
つ
て
の
揖
斐
川
本
流
・
杭
瀬
川

白
山
山
地
の
冠
山
を
源
流
と
し
、西
美
濃

地
方
の
山
間
部
を
ぬ
っ
て
南
流
す
る
揖
斐
川

は
、揖
斐
川
町
で
濃
尾
平
野
に
出
た
後
、そ

の
河
道
を
し
ば
し
ば
変
え
て
い
ま
す
。現
在

の
揖
斐
川
の
表
記
が
な
さ
れ
た
の
は
明
治
に

な
っ
て
か
ら
で
、そ
れ
以
前
は
伊
尾
川
と
称

さ
れ
て
お
り
、上
流
山
間
部
で
は
久
瀬
川
と

も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

古
代
に
お
い
て
は
、杭
瀬
川
と
呼
ば
れ
て

お
り
、そ
の
流
路
は
濃
尾
平
野
に
出
た
後
す

ぐ
に
南
流
し
現
在
の
杭
瀬
川
筋
を
流
れ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。正
確
に
は
、池
田
町
杉
野

（
現
在
の
三
町
大
橋
付
近
）で
南
向
き
に
流

れ
、池
田
町
東
野
・
六
之
井
・
八
幡
の
東
を
通

り
、さ
ら
に
大
垣
市
赤
坂
の
東
を
通
っ
て
、こ

れ
か
ら
下
流
は
ほ
ぼ
現
在
の
杭
瀬
川
筋
を
流

下
し
て
い
ま
し
た
。池
田
町
域
で
は
、現
在

の
杭
瀬
川
で
は
な
く
池
田
町
の
東
境
を
流

れ
て
お
り
、こ
れ
は
安
八
郡
と
池
田
郡
の
郡

界
と
な
っ
て
い
た
こ
と
と
一
致
し
ま
す
。

享
禄
三
年
の
大
洪
水

揖
斐
川
本
流
の
杭
瀬
川
筋
か
ら
現
在
の

河
道
へ
の
変
動
は
、享
禄
三
年（
一
五
三
〇
）

の
大
洪
水
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
池
田
町
杉
野
で
南
に
折
れ
て
い
た

流
れ
が
東
南
へ
向
き
を
変
え
、斎
田
と
呂
久

の
間
を
通
っ
て
津
布
良
か
ら
福
束
・
今
尾
方

面
に
下
る
よ
う
に
な
り
、ほ
ぼ
現
況
に
近
い

流
路
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
変
動
に
よ
り
杭
瀬
川
は
揖
斐
川
か
ら

切
り
離
さ
れ
、池
田
山
の
渓
水
と
扇
状
地
の

扇
端
湧
水
を
水
源
と
す
る
河
川
と
な
り
ま

し
た
。

当
時
の
池
田
町
杉
野
は
、大
野
郡
公
郷
村

に
属
し
赤
池
と
称
し
た
集
落
で
し
た
が
、新

河
道
が
村
を
割
っ
て
流
れ
た
た
め
本
村
と
切

り
離
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、集
落
は
分
立

し
杉
野
村
と
称
し
ま
し
た
。村
は
独
立
し
ま

し
た
が
、郡
界
は
特
に
変
更
さ
れ
な
か
っ
た

た
め
、揖
斐
川
右
岸
に
あ
り
な
が
ら
杉
野
村

は
大
野
郡
に
属
し
て
い
ま
し
た
。近
世
ま
で

は
所
属
す
る
郡
が
ど
こ
で
あ
っ
て
も
不
都
合

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、明
治
に
な
っ
て

郡
政
が
復
活
す
る
と
事
情
が
変
わ
り
ま
し

た
。明
治
一
七
年(

一
八
八
四
）大
野
郡
で
あ

る
杉
野
村
は
、揖
斐
川
左
岸
の
公
郷
・
領
家
・

大
衣
斐
・
小
衣
斐
の
各
村
と
聯
合
戸
長
所
轄

区
域
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、大
河

川
を
は
さ
ん
だ
こ
の
区
域
設
定
は
地
域
の
実

杭瀬川（大垣市）

態
に
そ
ぐ
わ
ず
、明
治
三
〇
年
、杉
野
村
は

池
野
村
・
六
之
井
村
な
ど
と
合
併
し
池
田
村

と
な
り
ま
し
た
。

杭
瀬
川
以
前
の
揖
斐
川
本
流

享
禄
三
年
の
時
点
で
は
杭
瀬
川
が
本
流

だ
っ
た
揖
斐
川
で
す
が
、さ
ら
に
遡
る
と
、安

八
郡
と
大
野
郡
の
郡
界
と
な
っ
て
い
た
河
川

が
存
在
し
こ
ち
ら
が
本
流
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。杭
瀬
川
古
流
と
呼
ば
れ
る
こ

の
川
は
、呂
久
・
津
村
を
過
ぎ
て
東
に
向
か

い
墨
俣
の
北
で
長
良
川
に
合
流
し
て
い
た
よ

う
で
す
。

こ
の
川
筋
に
つ
い
て
、『
墨
俣
町
史
』に「（*

揖
斐
川
は
）そ
の
初
め
斉
田
・
落
合
・
呂
久
の

西
を
流
れ
、津
村
の
北
を
流
れ
て
、結
・
墨
俣

の
北
辺
を
流
れ
、犀
川
と
合
流
墨
俣
北
東
部

に
て
長
良
に
合
流
し
た
が
、享
禄
三
年
よ
り

現
在
の
所
を
流
れ
る
に
至
る
。」と
い
う
記
述

が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、長
良
川
に
注
ぐ
川

筋（
町
史
で
は*

揖
斐
川
と
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
時
点
で
は
杭
瀬
川
が
揖
斐
川
本
流
で
す

か
ら
、か
つ
て
の
杭
瀬
川
古
流
の
川
筋
を
指

す
と
思
わ
れ
ま
す
）が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
、そ
の
河
筋
が
享
禄
三
年
の
洪
水
に
よ

っ
て
出
来
た
新
川（
現
揖
斐
川
）に
と
っ
て
代

わ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

杭
瀬
川
が
い
つ
頃
揖
斐
川
本
流
に
な
っ
た

か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、揖
斐
川
が
洪

水
に
よ
っ
て
杭
瀬
川
筋
を
流
下
す
る
よ
う
に

な
り
安
八
郡
を
二
分
し
た
た
め
、承
和
四
年

（
八
三
七
）池
田
郡
が
分
立
し
た
と
す
る
説

が
あ
り
、こ
れ
に
従
え
ば
承
和
四
年
の
直
近
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と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

河
道
変
更
を
繰
り
返
し
た
根
尾
川

越
美
山
脈
に
端
を
発
す
る
根
尾
川
は
、本

巣
市
山
口
で
平
野
部
に
流
れ
出
て
、山
口
を

扇
頂
、本
巣
市
下
真
桑
・
北
方
町
北
方
付
近

を
扇
端
と
す
る
扇
状
地
を
形
成
し
て
き
ま
し

た
。ま
た
、洪
水
の
度
に
大
量
の
土
砂
を
運

ん
で
き
て
扇
頂
部
に
堆
積
さ
せ
る
た
め
、も

と
の
流
路
が
さ
え
ぎ
ら
れ
河
道
の
変
更
、分

流
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。

古
く
は
、扇
状
地
の
東
を
南
流
し
て
長
良

川
に
合
流
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、こ

れ
を
古
根
尾
川
と
呼
ん
で
い
ま
す
。ま
た
、本

巣
郡
と
大
野
郡
が
犀
川
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、郡
が
制
定
さ
れ
た
当
時

は
犀
川
が
根
尾
川
本
流
で
あ
っ
た
と
い
え
ま

す
。そ

の
後
、根
尾
川
本
流
は
、本
巣
市
中
央

部
を
南
流
し
北
方
町
を
経
て
瑞
穂
市
生
津

で
長
良
川
に
合
流
す
る
糸
貫
川
筋
に
移
り

ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
現
在
の
根
尾
川
筋

（
藪
川
）が
出
現
す
る
ま
で
の
根
尾
川
本
流
は

一
貫
し
て
長
良
川
の
支
流
で
し
た
。

本
流
が
糸
貫
川
筋
に
移
っ
た
時
期
等
は
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、席
田
郡（
明
治
二
九
年

本
巣
郡
に
編
入
）の
成
立
と
根
尾
川
の
河
道

変
更
を
関
係
づ
け
て
い
る
説
が
あ
り
ま
す
。

席
田
郡
は
、船
木
山
の
南
方
、糸
貫
川
の
東

に
位
置
し
、『
続
日
本
紀
』霊
亀
元
年（
七
一

五
）秋
七
月
二
七
日
の
条
に
、「
尾
張
国
人
が

新
羅
人
七
四
家
を
ひ
き
い
て
席
田
郡
を
創
建

し
た
」と
あ
り
ま
す
。『
糸
貫
町
史
』は
、異
民

族
の
移
入
は
、荒
廃
地
を
開
拓
す
る
こ
と
が

目
的
だ
っ
た
と
し
た
上
で
、「
大
化
前
代
、こ

の
地
域
は
古
墳
に
実
証
さ
れ
る
よ
う
に
豊

か
で
あ
っ
た
。と
す
れ
ば
大
川
が
洪
水
に
よ

っ
て
荒
廃
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ね
ば
な
る

ま
い
。乃
ち
大
化
改
新
後
、糸
貫
川
が
洪
水

に
よ
り
新
し
く
川
筋
を
ひ
ら
い
た
と
し
か
考

え
ら
れ
な
い
。即
ち
根
尾
川
が
上
ノ
保
山

（
船
木
山
の
別
称
）の
西
へ
川
筋
を
変
え
た
の

で
あ
ろ
う
。」と
記
述
し
て
い
ま
す
。こ
の
説

に
従
う
な
ら
ば
、根
尾
川
本
流
は
席
田
郡
創

建
以
前
の
そ
れ
程
遠
く
な
い
時
期
に
糸
貫
川

に
移
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

現
河
道
・
藪
川
の
出
現

揖
斐
川
本
川
の
河
道
を
変
え
た
享
禄
三

年
の
洪
水
は
、根
尾
川
の
河
道
も
大
き
く
変

え
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
糸
貫
川
を
本
流
と
し

て
い
た
流
れ
は
、洪
水
に
よ
っ
て
、山
口
の
西

方
、藪
地
内
を
突
き
抜
け
て
西
南
に
向
か
い
、

揖
斐
川
に
合
流
す
る
現
在
の
流
路
・
藪
川

（
現
根
尾
川
）を
生
じ
ま
し
た
。こ
の
新
川
は
、

そ
れ
以
前
は
真
桑
方
面
の
用
水
路
で
、取
水

口
を
破
っ
て
流
れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
が
、確
か
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。流

量
が
滅
っ
て
本
流
を
藪
川
に
譲
っ
た
も

の
の
、糸
貫
川
は
依
然
そ
の
流
路
を
保
ち
長

良
川
に
注
い
で
い
ま
し
た
の
で
、根
尾
川
は

揖
斐
川
・
長
良
川
両
川
の
支
流
と
な
り
ま
し

た
。こ
の
状
態
は
、昭
和
二
五
年
に
糸
貫
川

の
分
派
口
が
締
め
切
ら
れ
る
ま
で
続
き
ま
し

た
。こ

の
ほ
か
享
禄
三
年
の
洪
水
で
は
、か
つ

て
根
尾
川
本
流
で
あ
っ
た
支
流
・
犀
川
が
、そ

の
流
入
口
が
塞
が
っ
て
本
川
か
ら
切
り
離
さ

れ
て
い
ま
す
。

新
た
に
郡
界
と
な
っ
た
藪
川

藪
川
の
出
現
で
、大
野
郡
は
そ
の
平
野
部

が
分
断
さ
れ
る
形
に
な
り
ま
し
た
。律
令
制

が
崩
壊
し
た
後
の
郡
は
、行
政
上
の
実
効
的

な
役
割
が
失
わ
れ
て
お
り
地
理
的
区
分
で

し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、こ
れ
に
伴

う
不
都
合
な
ど
は
生
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。し

か
し
、時
を
経
た
明
治
一
〇
年（
一
八
七
八
）

の
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
っ
て
行
政
区
画
と

し
て
の
郡
が
復
活
し
ま
し
た
。郡
に
実
効
的

な
役
割
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、明
治

二
九
年
、藪
川
右
岸
の
大
野
郡（
揖
斐
町
他

四
三
村
）は
池
田
郡
と
合
併
し
て
揖
斐
郡
と

な
り
、左
岸（
一
八
村
）は
本
巣
郡
に
編
入
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、

■
参
考
引
用
文
献

『
木
曾
三
川
流
域
誌
』

平
成
四
年
　
建
設
省
中
部
地
方
建
設
局

『
揖
斐
川
町
史
』
揖
斐
川
町

『
岐
阜
市
史
』
昭
和
五
六
年
　
岐
阜
市
　
　

『
墨
俣
町
史
』
墨
俣
町

『
岐
阜
県
治
水
史
』
昭
和
二
八
年
　
岐
阜
県
　

『
糸
貫
町
史
』
糸
貫
町

『
池
田
町
史
』
昭
和
五
三
年
　
池
田
町

『
木
曽
三
川
治
水
百
年
の
あ
ゆ
み
』

平
成
七
年
　
建
設
省（
国
土
交
通
省
）

『
続
日
本
紀
』に
初
見
を
見
る
由
緒
あ
る
大

野
郡
・
池
田
郡
の
名
称
は
消
滅
し
ま
し
た
。

河
道
変
更
と
輪
中
の
形
成

享
禄
三
年
の
大
洪
水
に
よ
っ
て
、揖
斐
川

は
杭
瀬
川
筋
を
離
れ
東
南
に
流
れ
る
新
し

い
河
道
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
に
、根
尾
川

本
流
と
な
っ
た
新
川
・
藪
川
が
大
野
郡
座
倉

で
合
流
し
大
野
郡
・
安
八
郡
を
南
流
す
る
大

河
川
が
出
現
、以
後
、流
域
に
洪
水
を
も
た

ら
し
大
き
な
脅
威
と
な
り
ま
し
た
。

新
し
い
揖
斐
川
と
長
良
川
に
は
さ
ま
れ

る
形
と
な
っ
た
地
域
で
は
水
害
の
脅
威
が
増

大
し
、輪
中
が
形
成
さ
れ
る
下
地
と
な
り
ま

し
た
。大
野
郡
南
部
の
七
崎
・
古
橋
、本
巣
郡

の
牛
牧
、安
八
郡
で
は
墨
俣
な
ど
の
輪
中
が

そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、河
道
の
変
更
を
繰
り
返
し

て
き
た
長
良
川
・
揖
斐
川
も
、近
世
に
は
宝

暦
治
水
に
代
表
さ
れ
る
大
規
模
な
治
水
事

業
や
輪
中
の
発
達
に
よ
っ
て
人
工
的
に
河
道

が
固
定
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

歴史ドキュメント

根尾川（山口）
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『
水
屋
・
水
塚
・
段
藏
―
日
本
各
地
の
防
水
建
築
―

』

花
園
大
学
名
誉
教
授
　
文
学
博
士
　
伊
藤
安
男
氏

が
し
み
こ
ま
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
」と
あ

り
、そ
れ
に
関
連
す
る
用
語
と
し
て
水
防
で

は
、水
防
法
、水
防
組
合
、水
防
倉
庫
な
ど
が
、

防
水
に
関
し
て
は
、関
連
用
語
と
し
て
防
水

林
、防
風
林
、防
砂
林
、防
火
林
な
ど
が
使
用

さ
れ
て
い
る
。

語
源
的
解
釈
は
別
と
し
て
、試
行
錯
誤
の

上
、水
害
時
の
場
景
か
ら
前
者
は
ア
ク
テ
ィ

ブ
な
も
の
、後
者
は
パ
ー
シ
ブ
テ
ィ（
受
動

的
）な
も
の
と
愚
考
し
て
防
水
建
築
と
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
防
水
建
築
は
、図
（１）
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
日
本
各
地
の
洪
水
多
発
河
川
の

流
域
に
例
外
な
く
分
布
す
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。そ
れ
ら
の
な
か
で
も
そ
の
分

布
棟
数
と
密
度
か
ら
み
て
代
表
的
な
も
の

が
、前
述
の
水
屋
、水
塚
、段
藏
、さ
ら
に
信

濃
川
の「
水
倉
」な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。但
し
、

水
倉
に
つ
い
て
は
、建
築
史
の
ご
高
名
な
学

者
が
、命
名
さ
れ
た
も
の
で
地
元
で
は
ま
っ

た
く
定
着
し
た
用
語
で
は
な
く
、た
ん
に
倉

と
呼
ば
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。従
っ
て
こ
こ

で
は
三
者
を
中
心
に
述
べ
て
み
た
い
。

然
と
し
な
い
ま
ま
、タ
イ
ト
ル
に
防
水
建
築

と
し
て
い
る
。

日
本
国
語
大
辞
典（
小
学
館
刊
）に
よ
れ

ば
、水
防
は「
洪
水
や
高
潮
な
ど
に
際
し
て
水

害
を
警
戒
、防
御
し
、ま
た
そ
の
被
害
を
少

な
く
す
る
こ
と
」と
あ
る
。防
水
は「
出
水
を

ふ
せ
ぐ
こ
と
、水
の
流
入
を
ふ
せ
ぐ
こ
と
、水

平
成
一
五
年（
二
〇
〇
三
）に
文
化
財
保

護
法
が
改
正
さ
れ
、新
し
く「
文
化
的
景
観
」

が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。そ
の
一
環
と
し
て
大

垣
輪
中
南
部
の
釜
笛

か
ま
ぶ
え

地
区（
大
垣
市
釜
笛
町
）

の
水
屋
群
が「
固
有
の
風
土
的
特
色
を
顕
著

に
示
す
も
の
」と
し
て
文
化
庁
よ
り「
文
化
的

景
観
重
要
地
域
―
田
園
と
輪
中
集
落
と
の
複

合
景
観
―
」に
選
定
さ
れ
た
。（
写
真
（１）
）

水
害
時
の
避
難
場
所
や
米
倉
或
い
は
重
要

な
什
器
類
を
安
全
に
収
納
す
る
た
め
、同
一

屋
敷
内
に
高
く
土
盛
、石
積
さ
れ
た
建
築
物

は
、日
本
各
地
の
洪
水
多
発
の
河
川
流
域
に

そ
の
分
布
が
み
ら
れ
る
図
（１）
。そ
れ
ら
を
代

表
す
る
も
の
が
木
曽
三
川
流
域
の
水
屋
建
築

で
あ
る
。

水
屋（
以
下
、水
屋
建
築
を
水

屋
と
呼
称
す
）は
輪
中
と
と
も
に
、

学
校
教
育
に
お
い
て
も
取
扱
わ

れ
て
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い

る
。し
か
し
水
屋
以
外
に
も
利
根

川
中
流
部
の「
水み

塚つ
か

」・「
淀
川
中

流
部
」の「
段
藏

だ
ん
ぐ
ら

」な
ど
の
分
布
が

研
究
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
総
称
し
て
如
何
な

る
用
語
で
呼
称
す
べ
き
か
、か
つ

て
筆
者
は
防
水
建
築
と
し
て
研

究
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。①
こ

の
発
表
に
つ
い
て
、防
水
建
築
よ

り
水
防
建
築
の
方
が
適
切
で
あ

る
と
い
う
指
摘
を
う
け
た
。こ
の

用
語
に
つ
い
て
現
在
も
筆
者
は
釈

伊藤 安男 氏 

伊藤安男氏
立命館大学文学部地理学科卒業。花園大学名誉教授

文学博士　岐阜地理学会会長、岐阜県古地図文化研究
会会長。主なる著書『輪中』『ふるさとの宝物、輪中』『写真
集　輪中』『変容する輪中』『空から見た名古屋・岐阜』『岐
阜県地理あるき』『東山道の景観と変貌』『長良川をある
く』『安八町、9.12豪雨災害誌』『治水思想の風土』『地図で
読む岐阜』『岐阜県地理地名事典』など多数。
現在大垣市在住

 A ― 信濃川中流部（水倉） 
 B ― 利根川中流部（水塚） 
 C ― 多摩川流域 
 D ― 千曲川、犀川合流点 
 E ― 巴川流域 
 F ― 豊川流域 
 G ― 庄内川流域 
 H ― 輪中地域（水屋） 
 I ― 九頭竜川中流部 

A～Q以外に北上川中流部、山口県椹野川、木屋川にも分布す 

 J ― 櫛田川流域 
 K ― 紀ノ川中流部 
 L ― 淀川中流部（段藏） 
 M ― 由良川、土師川合流点 
 N ― 斐伊川、三刀屋川合流点 
 O ― 吉野川中流部 
 P ― 大野川、乙津川合流点 
 Q ― 琵琶湖岸、近江八幡 

図（1） 日本各地の防水建築の分布（伊藤安男原図）

写真（1） 文化的景観重要地域に選定された大垣市釜笛地区の水屋群（部分）
平成17年　伊藤安男撮影.
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戦
前
に
は

何
棟
ほ
ど
分

布
し
て
い
た

の
か
、そ
の
資

料
は
極
め
て

乏
し
い
。し
か

し
幸
い
大
垣

輪
中
の
な
か

の
小
輪
中
、

禾の
ぎ

ノの

森も
り

と
西

中
之
江
輪
中

の
昭
和
一
〇

年
（
一
九
三

五
）
の
水
屋

調
査
の
デ
ー
タ
が
あ
っ
た
た
め
、そ
れ
と
現

在
と
を
比
較
し
た
の
が
表
（１）
で
あ
る
。そ
れ

に
よ
る
と
両
輪
中
で
昭
和
一
〇
年
に
六
八
棟

あ
っ
た
も
の
が
昭
和
六
二
年
に
は
三
二
棟
と

な
っ
て
半
減
し
て
い
る
。⑤

こ
の
傾
向
は
、文
化
庁
よ
り
文
化
的
景
観

重
要
地
域
に
選
定
さ
れ
た
釜
笛
地
区
の
悉

皆
調
査
の
結
果
に
も
み
ら
れ
、か
つ
て
一
五

棟
あ
っ
た
も
の
が
現
在
は
一
〇
棟
に
減
じ
て

い
る
。図
（２）
参
照
、こ
の
減
少
傾
向
は
、昭
和

五
一
年（
一
九
七
六
）に
、安
八
町
に
て
長
良

川
本
堤
が
破
堤
し
て
大
水
害
と
な
っ
て
以
降

に
水
屋
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、こ
の
傾
向

に
歯
止
め
が
一
時
的
な
が
ら
か
か
っ
た
。そ

れ
を
示
す
る
の
が
表
（２）
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

で
あ
る
。

水
塚
地
域
で
も
同
様
に
群
馬
県
邑
楽
郡
板

倉
町
で
は
、昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）に
四

九
二
棟
の
分
布
が
、昭
和
五
四
年
に
は
三
四

こ
の
三
者
の
防
水
建
築
の
分
布
を
調
査
す

る
と
、と
も
に
洪
水
常
襲
地
帯
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、そ
の
洪
水
多
発
と

な
る
地
形
的
基
礎
と
し
て
、と
も
に
地
殻
運

動
の
造
盆
地
運
動
に
よ
る
恒
常
的
沈
降
地
帯

で
あ
る
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。そ
の
た
め

そ
の
分
布
地
域
に
お
い
て
大
小
の
河
川
が
合

流
す
る
。

具
体
的
に
は
水
屋
地
域
で
は
木
曽
川
、長

良
川
、揖
斐
川
が
合
流
し
、三
川
の
間
を
小

中
の
河
川
が
網
流
す
る
。水
塚
分
布
地
域
は

利
根
川
、渡
良
瀬
川
、恩
川
、巴う

波づ
ま

川が
わ

が
合
流

し
て
赤
麻
沼
を
形
成
し
て
い
る
。段
藏
地
域

は
淀
川
、桂
川
、木
津
川
、宇
治
川
が
合
流
し

巨お

椋ぐ
ら

池い
け

に
流
入
し
て
い
た
。

そ
の
上
、こ
れ
ら
造
盆
地
運
動
地
帯
の
近

傍
に
は
そ
れ
ぞ
れ
活
断
層
が
み
ら
れ
る
。例

え
ば
水
屋
分
布
地
域
に
は
養
老
断
層（
養
老

起
震
断
層
）が
、水
塚
地
域
に
は
元
荒
川
構

造
線（
深
谷
起
震
断
層
）、段
藏
地
域
に
は
有

馬
高
槻
構
造
線（
六
甲
起
震
断
層
）が
存
在

す
る
こ
と
で
あ
り
③
、こ
の
地
域
で
は
恒
常

的
沈
降
以
外
に
地
震
時
に
は
急
激
な
地
盤

沈
降
が
起
る
。水
屋
地
域
で
は
、宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）の
地
震
時
に
は
本
阿
弥
輪
中

（
海
津
市
本
阿
弥
）で
約
三
〇
㎝
の
沈
降
が
、

ま
た
明
治
二
四
年（
一
八
九
一
）の
濃
尾
震

災
時
に
は
揖
斐
川
左
岸
の
瑞
穂
市
巣
南
町

で
は
三
〇.

八
㎝
の
沈
降
量
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。④

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
分
布
地
帯
で
は
、

低
湿
な
土
地
が
よ
り
低
湿
な
土
地
と
な
る
フ

ィ
ジ
カ
ル
な
要
因
が
具
備
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

な
お
こ
れ
ら
の
地
域
は
洪
水
常
襲
地
域
の

た
め
、地
域
住
民
は
江
戸
期
よ
り
自
普
請
に

て
囲
堤
を
築
立
し
て
洪
水
対
策
と
し
て
き

た
。こ
の
囲
堤
の
名
称
に
つ
い
て
は
木
曽
三

川
流
域
の
輪
中
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
他
に
流
域
で
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
名
称

を
も
っ
て
呼
称
さ
れ
て
お
り
、輪
中
な
る
名

称
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

●
分
布
変
化
と
消
失
過
程

近
年
の
治
水
事
業
の
進
行
に
よ
り
水
害
は

大
き
く
減
少
し
た
た
め
、こ
れ
ら
水
防
建
築

は
過
去
の
遺
物
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。そ
れ
と
と

も
に
そ
の
所
有
者
で
あ
っ
た
富
裕
農
民
で
あ

っ
た
地
主
階
級
が
、戦
後
の
農
地
解
放
に
よ

り
、維
持
管
理
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
、或
い

は
所
有
者
の
水
意
識
な
ど
が
相
乗
し
て
取
り

壊
さ
れ
て
多
く
が
消
失
し
た
。

し
か
し
、水
屋
を
は
じ
め
、水
塚
、段
藏
な

ど
は
た
ん
な
る
文
化
的
景
観
で
は
な
く
、洪

水
へ
の
対
応
と
し
て
生
じ
た
も
の
だ
け
に
、

水
害
の
悲
惨
さ
を
後
世
に
伝
え
る
語
部

か
た
り
べ

的
存

在
で
あ
る
。い
う
な
ら
ば
そ
の
地
域
住
民
の

防
災
意
識
を
高
め
る
た
め
の
、防
災
景
観
で

あ
り
、現
在
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
強
調

し
て
お
き
た
い
。

い
う
な
ら
ば
洪
水
と
人
間
の
相
剋
の
歴
史

を
端
的
に
象
徴
す
る
の
が
、水
屋
、水
塚
、段

藏
な
ど
の
防
水
建
築
で
あ
る
。防
水
建
築
の

水
屋
な
ど
が
再
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
一
方
、

国
土
交
通
省
で
は
新
し
い
治
水
工
法
と
し

て
、連
続
堤
方
式
や
ダ
ム
方
式
以
外
に
江
戸

期
の
輪
中
堤
方
式
や
遊
水
地（
治
水
緑
地
）

が
見
直
さ
れ
、す
で
に
三
重
県
紀
宝
町
で
は

「
水
防
災
対
策
特
定
河
川
事
業
」と
し
て
、同

町
の
相お

野の

谷
川

だ
に
が
わ

流
域
で
平
成
一
二
年（
二
〇

〇
〇
）以
降
に
囲
堤
に
よ
る
工
法
が
施
工
さ

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
来
年
度（
二
〇
〇
七
）よ
り「
洪
水

氾
濫
地
域
減
災
対
策
制
度
」（
仮
称
）が
創
設

さ
れ
、輪
中
堤
方
式
以
外
に
二
線
堤
方
式

（
控
堤

ひ
か
え
つ
づ
み）が
施
工
さ
れ
て
住
宅
地
を
洪
水
か
ら

防
御
す
る
施
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

水
屋
・
水
塚
・
段
藏
に
み
る
共
通
点

●
地
形
的
環
境

和
辻
哲
郎
は
そ
の
風
土
論
の
な
か
で「
家

屋
の
様
式
は
家
を
作
る
仕
方
の
固
定
し
た
も

の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。そ
の
仕
方
は
風
土

と
の
か
か
わ
り
な
し
に
成
立
す
る
も
の
で
な

い
」②
と
述
べ
て
い
る
。

水屋分布数 
（昭和10年） 

高橋（含む江崎） 

長　　沢 

禾 ノ 森 

調 査 区 域  

東　　前 

犬 ヶ 渕 

福田新田 

築　　捨 

―長 沢 町― 

―禾ノ森町― 

―東 前 町― 

―犬ヶ渕町― 

―大 井 町― 

―築 捨 町― 

戸　数 
（昭和10年） 

戸数に対する 
水屋（％） 

水屋分布数 
（昭和62年） 

戸　数 
（昭和62年） 

戸数に対する 
水屋（％） 

3

11

21

9

5

6

13

33

52

69

40

13

29

103

9％ 

21％ 

31％ 

23％ 

38％ 

21％ 

6％ 

3

5

10

4

3

3

4

135

156

212

103

88

235

318

2％ 

3％ 

5％ 

4％ 

3％ 

1％ 

1％ 

―東高橋町― 

写真（2） 水神を祀る水塚（群馬県板倉町）平成16年　伊藤安男撮影
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表（1） 水屋分布の変遷（禾ノ森輪中・西中之江輪中〈大垣市〉）
（昭和10年の調査は秋山恒士氏、昭和62年は輪中研究会による）
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TALK＆TALK

三
棟
に
、平
成
一
三
年（
二
〇
〇
一
）に
は
一

五
三
棟
に
減
少
し
て
い
る
。
⑥
　
表
（３）
、写

真
（２）淀

川
流
域
の
段
藏
は
、左
岸
で
は
、寝
屋

川
付
近
、右
岸
で
は
高
槻
市
の
芥あ

く
た

川が
わ

、安あ

威い

川が
わ

流
域
に
多
く
分
布
し
て
お
り
、そ
れ
ぞ
れ

「
か
い
ふ
ち
」「
ま
わ
し
」と
称
さ
れ
る
囲
堤
が

近
年
ま
で
み
ら
れ
た
。寝
屋
川
市
の
神
田
地

区
で
は
昭
和
三
六
年（
一
九
六
一
）に
二
八

棟
の
段
藏
が
、平
成
七
年（
一
九
九
五
）に
は

一
〇
棟
に
減
少
し
て
い
る
。⑦
　
写
真
（３）

●
屋
敷
内
の
位
置
関
係

防
水
建
築
の
定
義
と
し
て
、同
一
屋
敷
内

に
独
立
し
た
建
築
物
が
あ
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。そ
の
場
合
に
主
屋
か
ら
み
た
建
物
の

位
置
が
問
題
と
な
る
が
、図
（３）
、
（４）
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
三
者
と
も
北
西
部
に
多
く
み
ら

れ
る
。例
え
ば
水
屋
の
場
合
、北
西
部
に
三

三.

三
％
、西
部
に
二
三.

一
％
と
な
り
、五
六.

四
％
が
北
西
か
ら
西
部
に
立
地
し
て
い
る
。

段
藏
は
約
半
分
の
四
五.

〇
％
、水
塚
は
三
六.

一
％
が
北
西
に
、一
六.

五
％
が
西
部
に
建
て

ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
北
西
部
に
多
く
立
地
す
る
要
因

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、冬
期
の
寒
冷
季

節
風
を
防
ぐ
防
風
林
的
機
能
。次
に
主
屋
の

日
照
を
防
げ
な
い
こ
と
、さ
ら
に
家
相
か
ら

み
て
鬼
門
に
あ
た
ら
な
い
上
に
乾い

ぬ
い

の
方
角
は

吉
方
位
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。

以
上
わ
が
国
の
代
表
的
な
防
水
建
築
に
つ

い
て
簡
述
し
て
き
た
が
、こ
れ
ら
は
過
去
の

遺
物
で
は
な
く
現
在
も
機
能
し
て
お
り
、水

害
の
教
訓
を
後
世
に
伝
承
す
る
防
災
景
観
で

あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
結
語
と
し
た
い
。
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西岡新田 
3
9
12

西岡 
3
2
5

除川 
3
1
4

大曲 
18
6
24

大荷場 
23
8
31

細谷 
43
13
56

離 
14
6
20

海老瀬 
40
36
76

下五箇 
63
21
84

大高嶋 
55
16
72

飯野 
32
7
39

板倉 
35
11
46

岩田 
16
8
24

籾谷 
5
9
14

内蔵新田 
6
0
6

大蔵 
0
0
0

10
0

今後、新築あるいは改築される際には「水屋」のような災害に安全な建物をつくりたいと思いますか。 
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写真（3） 段藏（高槻市唐崎）昭和48年　伊藤安男撮影

表（2） 水屋の必要性のアンケート調査結果（1977年は長良川水害の翌年） ※調査は輪中研究会による

表（3） 水塚分布の変遷（群馬県邑楽郡板倉町） 板倉町『水塚調査報告書、平成16年』

図（2） 大垣輪中南部の水屋分布図（Mが釜笛地区）
（大垣市遺跡詳細分布調査報告書、平成9年）

図（3）
主屋からみた
「水屋」の位置
（大垣輪中）

図（4）
主屋からみた
「段藏」の位置
（寝屋川市）
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弊誌では、読者のみなさんの声で構成する

コーナーを企画しています。身近でおこった出

来事、地域の情報などをお知らせ下さい。

今号の編集にあたって、岐阜県池田町の皆様

及び、伊藤安男氏にご協力いただきありがとう

ございました。お礼申し上げます。

次回は、岐阜県山県市を特集します。ご期待

ください。

宛先 「ＫＩＳＳＯ」編集 ＦＡＸ（0567）24-5166

木曽川文庫ホームページ
http://www.kisogawa-bunko.cbr.mlit.go.jp

編 集 後 記

白
竜
退
治

池
田
町

池
田
町
の
山
洞
区
に
伝
わ
る
お
話
で
す
。

平
安
時
代
、山
洞
村
の
あ
る
と
こ
ろ
は
池
田
荘
小
池
村
で
し
た
。

領
主
は
野
原
常つ

ね

依よ
り

と
い
っ
て
、

母
は
俵
藤
太

た
わ
ら
の
と
う
た

の
名
で
知
ら
れ
た
藤
原
秀
郷
の
娘
で
し
た
。

藤
太
の
近
江
三
上
山
の
百
足

む

か

で

退
治
の
伝
説
は
有
名
で
、

平
将
門
の
乱
を
平
定
し
て
功
績
を
挙
げ
、

源
氏
・
平
家
に
並
ぶ
武
門
の
棟
梁
と
し
て
、

多
く
の
家
系
を
輩
出
し
ま
し
た
。

こ
の
頃
の
小
池
村
に
は
大
き
な
池
が
あ
り
、

池
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
池
田
山
が
そ
び
え
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、そ
の
池
に
は
白
竜
が
住
ん
で
お
り
、

村
里
へ
現
わ
れ
て
は
荒
ら
し
ま
わ
る
の
で
、

農
民
た
ち
は
田
畑
を
捨
て
、村
に
は
住
む
人
も
い
な
く
な
り
ま
し
た
。

思
い
あ
ま
っ
た
野
原
常
依
は
俵
藤
太
に
頼
み
込
み
、

白
竜
を
退
治
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

小
池
村
に
や
っ
て
き
た
藤
太
は
、

山
の
上
に
日
の
丸
を
描
い
た
六
本
骨
の
扇
を
立
て
、

弓
に
白
羽
の
矢
を
つ
が
え
て
放
つ
と
、矢
は
池
の
中
に
落
ち
ま
し
た
。

こ
の
矢
の
鋭
さ
に
恐
れ
を
な
し
た
白
竜
は
、

池
の
堤
を
破
っ
て
逃
げ
出
し
ま
し
た
。

白
竜
の
巨
体
が
体
当
た
り
し
た
堤
防
は
無
残
に
崩
れ
落
ち
、

空
を
切
り
裂
く
激
し
い
雷
雨
に
山
は
牙
を
剥
き
、

怒
涛
の
よ
う
な
泥
の
波
は
、

池
も
谷
も
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
土
砂
は
平
地
を
作
り
、新
し
い
村
が
誕
生
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
今
の
山
洞
村
で
す
。

野
原
常
依
は
そ
の
村
に
城
を
築
き
、

い
つ
ま
で
も
栄
え
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
頃
か
ら
村
の
南
を
流
れ
て
い
た

喜
助
谷
は
鎌
ヶ
谷
と
改
め
ら
れ
、

時
代
は
下
り
、鎌
ヶ
谷
一
面
を

霞
の
よ
う
に
桜
が
埋
め
つ
く
す
こ
と
か
ら
、

霞
間
ヶ
渓
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

池
田
荘
の
史
料
に
山
洞
の
名
は
登
場
し
て
も
、

俵
藤
太
の
名
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

洪
水
に
苦
し
む
人
々
が
、平
安
時
代
の
英
雄
・
俵
藤
太
だ
っ
た
ら
、

池
の
主
を
退
治
し
て
く
れ
る
と
い
う
願
い
が
、

こ
ん
な
民
話
を
生
み
出
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。


