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表紙写真

『小山観音』〈提供：美濃加茂市観光協会ホームページから引用〉
　この観音堂には、平安末期、木曽義仲にゆかりのある若名御前の菩提を供養するために訪れ、大波の中を小船で中の島に渡ろうと
した際、水の中から馬頭観音を背にした龍神が現れて波を鎮めたことに大いに喜んだ義仲が建てたとの言い伝えが残っています。

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

船ちゃんのこぼれ話 第九話
ふね

廿
屋
の
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
　（
美
濃
加
茂
市
三
和
）

つ
づ

や

 『レンガ』と表記されることも多く、外来語と思われやすいのですが、英語だと『ブリック（brick）』、中国語

だと『ツェン（塼）』で、『レンガ（煉瓦）』は日本独自の呼び名です。『煉』は、練り合わせる・熱して不純物を

取り除き良いものにする、などの意味で使われる漢字で、今回は『煉』＋『瓦』に落ち着くまでをみてみたいと

思います。

 日本の煉瓦製造は、白煉瓦（耐火煉瓦）、赤煉瓦（一般建築用煉瓦）ともに、幕末が起源です。白煉瓦は佐賀

藩が嘉永3（1850）年頃焼かせたもの、赤煉瓦は蘭人海軍将校のハルデスが、安政４（1857）年頃に長崎の

瓦屋に焼かせたものとされています。

 日本は、赤煉瓦よりも製造が困難な白煉瓦を、先に成功させた珍しい国です。しかも蘭書と有田焼などの在

来の技術を駆使し、日本人のみで作り上げました。この頃の書での白煉瓦は、『焼石』・『土角焼』・『白焼の石』と表記されています。その少し後とな

る、万延（1860）・文久（1861～1863）年間に欧米を視察した人々の日記でも、『煉瓦石』・『練瓦石』・『練化石』・『煉化石』・『錬化石』と、まだ

色々な漢字が使われています。

　明治に入ると、官庁の文書や新聞においては『煉化石』という表記に落ち着き始めます。しかし、文明開化の象徴となった銀座煉瓦街（明治5年～10

年建設）を紹介する民間の文書（明治6～12年頃）をみると、『煉化石（土を練りて石に化し・・）』・『煉瓦石』・『練化』・『煉瓦』と様々な表記のまま

です。それがいつしか『煉瓦』が市民権を得ていったようで、明治30年代頃には官庁の文書中も含め『煉瓦』に統一されていっています。

　当初は、技術者の苦労がにじみ出ているような、「焼」いた石・「煉」った石、という表現から、瓦の職人や産地を中心に製造が広がっていった文化的

背景を含むような表現の、『煉瓦』という言葉に落ち着いていったようです。

　ちなみに、明治35（1902）年に完成した船頭平閘門の工事竣工内訳書では、いったん定着しかけたかと思われた『煉化石』が使用されています。

「レンガってどこの国の言葉？」

東京銀座煉瓦通り京橋際の図・針谷と松田
の名見ゆ廣重筆 7年五月版錦絵）

〈出典：増補改訂 明治事物起原 下巻〉

　
中
廿
屋
の
旧
分
教
場
に
は
、
む
か
し
薬
師
如
来
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
、

そ
ば
を
流
れ
る
小
川
は
薬
師
川
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
薬
師
川
の
ほ
と
り
に
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
と
い
う
仏
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
る
と

き
村
の
若
者
が
、
仏
さ
ま
を
き
れ
い
に
し
て
さ
し
あ
げ
よ
う
と
、
薬
師
川
に
投
げ
入
れ
ま

し
た
。
す
る
と
、空
が
に
わ
か
に
暗
く
な
り
、雷
鳴
と
と
も
に
激
し
い
豪
雨
に
な
り
ま
し
た
。

　
あ
る
年
の
夏
、
長
い
日
照
り
が
つ
づ
き
、
田
畑
の
作

物
は
も
ち
ろ
ん
山
野
の
草
木
も
枯
れ
そ
う
に
な
り
ま
し

た
。
村
の
人
た
ち
は
、
以
前
若
者
が
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
を

川
に
投
げ
入
れ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
だ
し
て
、
龍
王

淵
と
い
う
と
こ
ろ
に
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
を
沈
め
ま
し
た
。

そ
し
て
、
傘
踊
り
を
お
ど
っ
て
雨
乞
い
を
し
た
と
こ

ろ
、
た
ち
ま
ち
大
雨
に
な
っ
て
、
村
人
は
一
安
心
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
は
、
雨
乞
い
の
仏
さ
ま
と
し
て
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま

の
名
が
知
ら
れ
、
日
照
り
に
な
る
と
山
之
上
や
蜂
屋
か
ら
も
、

雨
乞
い
の
人
が
参
詣
に
来
た
と
い
い
ま
す
。

　
一
説
で
は
、
こ
の
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
は
水
を
か
け
る
と
雨
が
降
る
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
の

水
の
量
に
よ
っ
て
降
る
雨
の
量
も
変
わ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
ど
ん
ぶ
り
鉢
の
水
を
シ
キ
ビ

の
枝
で
ふ
り
か
け
る
と
少
し
の
雨
が
、
バ
ケ
ツ
の
水
を
ひ
し
ゃ
く
で
注
ぐ
と
程
ほ
ど
の
雨

が
降
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
と
き
に
は
、
最
後
の
手
段
と

し
て
、
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
を
川
に
放
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

＊
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
は
、一
般
に
は
ビ
ン
ズ
ル
（
賓
頭
盧
）
と
呼
ば
れ
る
、
釈
迦
の
弟
子
の
ひ
と
り
。
日
本
で
は
、

　
こ
の
像
を
撫
で
る
と
除
病
の
功
徳
が
あ
る
と
さ
れ
、
な
で
仏
の
風
習
が
広
が
り
ま
し
た
。
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に
浮
か
ぶ
中
の
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馬
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観
音
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祀
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た
小
山
観
音

木曽三川　歴史・文化の調査研究資料

1

地
　

域
　

の
　

歴
　

史

平
安
時
代
か
ら
続
く
伝
統
の
干
柿
・
堂
上
蜂
屋
柿

5

歴

　
史

　
記

　
録

地
域
と
河
川
　
第
十
一
編

堤
防
計
画
と
東
海
道
線
敷
設

―

明
治
改
修
計
画
図
に
見
る
　
そ
の
四―

8

研

　
究

　
資

　
料

承
久
の
乱
と
木
曽
川

　―

慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
に
登
場
す
る

　
　
「
阿
井
渡
」
の
所
在
に
つ
い
て―

可
児
市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
財
課
長
　
川
合
　
俊

3

地
域
の
治
水
・
利
水

太
田
の
渡
し
か
ら
リ
バ
ー
ポ
ー
ト
パ
ー
ク
へ

移
り
変
わ
る
木
曽
川
河
畔



一
．
千
年
の
歴
史
を
誇
る

　
　
堂
上
蜂
屋
柿

　
木
曽
川
中
流
域
の
右
岸
に
位
置
す
る
岐
阜
県
美
濃
加

茂
市
の
中
心
地
に
は
、
蜂
屋
丘
陵
地
と
呼
ば
れ
る
標
高
一

四
〇
ｍ
～
二
四
〇
ｍ
の
な
だ
ら
か
な
波
状
地
形
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
蜂
屋
丘
陵
地
は
、
全
国
各
地
で
栽
培
さ

れ
て
い
る
蜂
屋
柿
の
原
産
地
で
、
当
地
で
生
産
さ
れ
る
干

柿
は
、「
堂
上
蜂
屋
柿
」
の
名
で
知
ら
れ
、
そ
の
甘
味
と

大
き
さ
で
極
上
品
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
美
濃
加
茂
市
は
、
岐
阜
県
内
で
も
冬
の
晴
天
率
が
高

く
、
奥
美
濃
で
雪
を
降
ら
せ
た
風
が
山
を
越
え
て
乾
風
と

な
っ
て
吹
き
下
ろ
す
た
め
、
秋
に
収
穫
し
た
柿
を
干
す
の

に
適
し
た
気
候
風
土
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
干
柿
が
、「
堂
上
蜂
屋
柿
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
明
治
以
降
で
、
そ
れ
ま
で
は
堂
上
柿
と
か
蜂

屋
柿
な
ど
種
々
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
蜂
屋
柿

に
は
、
加
工
前
の
生
柿
と
製
品
に
な
っ
た
干
柿
の
両
方
が

含
ま
れ
ま
す
が
、
本
稿
で
は
も
っ
ぱ
ら
干
柿
を
指
す
こ
と

と
し
ま
す
。
堂
上
と
は
、
昇
殿
を
許
さ
れ
た
公
家
の
格
を

指
す
言
葉
で
、
蜂
屋
で
作
ら
れ
る
干
柿
が
、
朝
廷
に
献
上

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
ま
す
。
古
来
よ
り
名
文
と

さ
れ
手
紙
の
手
本
と
さ
れ
て
い
る
『
明
衡
往
来
』
は
、
平

安
時
代
中
期
の
学
者
で
あ
る
藤
原
明
衡
の
手
紙
を
集
め

た
も
の
で
、
そ
の
中
に
美
濃
国
の
国
司
か
ら
朝
廷
に
干
柿

が
献
上
さ
れ
た
際
に
明
衡
が
書
い
た
礼
状
が
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
明
衡
が
、「
こ
の
枝
柿
は
蜜
よ
り
甘
い
」
と

　
美
濃
加
茂
市
の
代
表
的
な
特
産
品
・
堂
上
蜂
屋
柿

は
、
一
本
の
枝
に
一
個
の
果
実
を
実
ら
せ
、
よ
り
大
き

な
柿
を
収
穫
し
ま
す
。
そ
の
四
角
い
形
を
活
か
す
た

め
、
全
て
手
作
業
で
皮
む
き
さ
れ
ま
す
。

　
干
し
上
げ
で
は
、
乾
燥
状
態
を
確
認
し
な
が
ら
一
つ

ひ
と
つ
な
で
て
い
く
「
手
も
み
」
や
表
面
に
糖
分
を
浮

き
出
さ
せ
る
「
ニ
オ
ボ
ウ
キ
が
け
」
な
ど
伝
統
な
工
程

が
施
さ
れ
ま
す
。

　
丹
念
に
作
ら
れ
た
堂
上
蜂
屋
柿
は
、
食
の
芸
術
と
い

わ
れ
る
極
上
品
と
し
て
国
の
内
外
か
ら
高
い
評
価
を
受

け
て
い
ま
す
。

平安時代から続く
伝統の干柿・堂上蜂屋柿

■
参
考
文
献

『
美
濃
加
茂
市
史
　
通
史
編
』
　

昭
和
五
十
五
年
　
美
濃
加
茂
市

『
蜂
屋
柿
　
そ
の
歴
史
と
人
々
展
』

　
平
成
二
十
年
　
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

『
堂
上
蜂
屋
柿
』
　

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
蜂
屋
支
店
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

『
千
年
の
歴
史
の
味
、
堂
上
蜂
屋
柿
』
　

二
〇
〇
〇
年
　
秋
元
浩
一

評
し
た
一
文
に
、
蜂
屋
柿
と
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
古
来
よ
り
地
元
で
は
蜂
屋
産
と
考
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

　
蜂
屋
の
名
前
に
つ
い
て
、
文
治
年
間
（
一
一
八
五
～
一

一
九
〇
）
に
源
頼
朝
へ
干
柿
を
献
上
し
た
と
こ
ろ
、「
蜂

の
蜜
の
よ
う
に
甘
い
」
と
高
く
評
価
さ
れ
、
村
と
柿
に
蜂

屋
の
名
を
与
え
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
蜂
屋
町
に
あ
る
瑞
林
寺
は
、
仁
済
宗
恕
が
室
町
時

代
後
期
に
、
当
時
の
美
濃
国
守
護
の
土
岐
美
濃
守
成
頼
の

援
助
を
受
け
創
建
さ
れ
た
と
さ
れ
、
仁
済
宗
恕
が
蜂
屋
柿

を
室
町
幕
府
十
代
将
軍
足
利
義
植
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、

寺
領
十
石
と
柿
寺
の
称
号
を
授
け
ら
れ
た
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
天
下
人
と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
に
も
蜂
屋
村
か

ら
干
柿
が
献
上
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
、
村
に
課
せ
ら

れ
て
い
た
課
役
が
免
除
さ
れ
よ
う
に
な
っ
た
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
瑞
林
寺
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
瑞
林
寺
四
世

の
明
岳
紹
審
が
伏
見
城
に
お
い
て
干
柿
を
献
上
し
た
と
こ

ろ
、
永
楽
銭
五
十
貫
文
と
寺
領
十
石
を
与
え
ら
れ
、
ほ
か

に
望
み
は
な
い
か
と
問
わ
れ
た
の
で
、
村
の
諸
役
免
除
を

願
い
出
て
認
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
．
徳
川
将
軍
家
へ
の

　
　
蜂
屋
柿
上
納

　
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
九
月
、
関
ヶ
原
の
戦
い
に
先

立
ち
、
石
田
方
の
立
て
籠
も
る
大
垣
城
を
目
指
し
て
進
軍

す
る
徳
川
家
康
に
、
墨
俣
で
出
迎
え
た
蜂
屋
村
の
頭
百
姓

が
山
田
長
右
衛
門
の
取
次
ぎ
に
よ
っ
て
干
柿
を
献
上
し
た

話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
家
康
は
、「
早
速
大
が
き

手
に
入
る
吉
兆
」
と
喜
び
、
当
座
の
褒
美
と
し
て
こ
れ
ま

で
通
り
蜂
屋
村
の
諸
役
免
除
を
認
め
、
さ
ら
に
蜂
屋
村
を

御
菓
子
場
（
将
軍
や
大
奥
に
果
物
や
そ
の
加
工
品
を
納
め

る
と
こ
ろ
）
に
指
定
し
て
、
毎
年
の
上
納
を
命
じ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
話
は
後
世
に
広
く
伝
え
ら
れ
、「
権
現
様
（
家
康
）

の
吉
兆
」
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
蜂
屋
柿
の
由

緒
に
関
す
る
多
く
の
文
書
の
冒
頭
に
出
て
き
ま
す
。
瑞
林

寺
の
寺
伝
に
も
、
六
世
の
江
国
和
尚
が
墨
俣
宿
に
出
向
い

て
家
康
に
干
柿
を
献
上
し
、
寺
領
や
村
の
諸
役
免
除
は
今

ま
で
通
り
と
仰
せ
付
け
が
あ
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
歴
史
の
定
説
で
は
、
家
康
は
岐
阜
を
発
し
て
木
田

付
近
で
長
良
川
を
渡
り
赤
坂
に
着
い
て
本
営
に
入
っ
た
と

さ
れ
、
墨
俣
は
通
過
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

話
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
疑
義
が
生
じ
、
山
田
長
右
衛
門

が
大
久
保
長
安
配
下
の
代
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
蜂
屋
柿

が
献
上
さ
れ
た
の
は
関
ヶ
原
の
戦
い
以
後
の
こ
と
と
推
察

す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
江
戸
時
代
を
通

じ
て
、
蜂
屋
村
の
諸
役
免
除
と
瑞
林
寺
領
十
石
は
秀
吉
の

治
世
と
同
様
に
継
続
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
御
菓
子
場
に
指
定
さ
れ
た
蜂
屋
村
は
、
毎
年
干
柿
を
上

納
し
ま
し
た
。
家
康
が
秀
忠
に
将
軍
職
を
譲
り
、 

駿
府 

（
静
岡
）
に
退
い
て
か
ら
は
、
江
戸
・
駿
府
の
両
方
に
干

柿
を
送
り
ま
し
た
。
瑞
林
寺
に
は
、
駿
府
へ
柿
を
継
ぎ
送

る
た
め
、
岡
田
将
監
の
配
下
が
宿
場
々
々
に
、
油
断
な
く

送
り
届
け
る
よ
う
依
頼
し
た
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
元
和
五
（
一
六
一
九
）
年
に
蜂
屋
村
が
尾
張
藩
領
に
な
っ

て
か
ら
は
、
干
柿
は
尾
張
藩
に
上
納
す
る
こ
と
と
な
り
、

将
軍
家
に
は
藩

か
ら
届
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し

た
。
蜂
屋
柿
の

原
料
の
柿
は
、

村
内
だ
け
で
は

収
穫
量
が
足
り

な
い
の
で
、
西

濃
各
地
で
買
い

付
け
、
時
に
は

商
人
の
手
を
借

り
て
原
料
の
柿

を
買
い
集
め
ま
し
た
。
ま
た
、
直
接
製
品
と
な
っ
た
干
柿

を
購
入
し
た
例
も
見
ら
れ
ま
す
。
尾
張
藩
は
、
原
料
の
柿

の
集
荷
に
便
宜
を
図
り
、
美
濃
の
村
々
に
蜂
屋
と
岐
阜
以

外
に
は
売
ら
な
い
よ
う
命
じ
ま
し
た
。

　
蜂
屋
柿
の
生
産
量
は
、
原
料
の
柿
の
収
穫
量
に
も
左
右

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
尾
張
藩
の
注
文
数
に
よ
っ
て

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
従
っ
て
生
産
に
あ
た
っ
て
は
、

絶
え
ず
藩
の
意
向
を
う
か
が
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
尾

張
藩
の
注
文
は
、
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
ご
ろ
か
ら
急

激
に
増
加
し
、 

寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）
に

は
、
年
間
九
万
、
十
万
、
十
二
～
三
万
と
い
う
注
文
が
あ

り
ま
し
た
。
良
質
な
蜂
屋
柿
を
生
産
す
る
に
は
、
手
間
が

か
か
る
作
業
と
細
心
の
注
意
が
必
要
で
、
ま
た
干
上
げ
工

程
は
気
候
に
左
右
さ
れ
や
す
い
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
歩
留

ま
り
を
考
慮
し
て
製
造
し
て
い
ま
し
た
。
正
徳
元
（
一
七

一
一
）
年
の
「
御
柿
入
用
積
書
」
に
は
、
三
万
余
の
上
納

に
対
し
三
十
万
ほ
ど
の
原
料
柿
を
買
い
入
れ
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
蜂
屋
柿
の
生
産
額
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
十
七
世
紀
後

半
で
、
十
八
世
紀
以
後
は
次
第
に
減
少
し
て
い
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
半
ば
か
ら
上
納
の
注
文
は
減
少
し
、
幕
末
に
は

尾
張
藩
よ
り
「
献
上
に
及
ば
む
」
と
通
達
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
一
方
で
、
市
中
に
売
り
出
す
量
は
増
加
し
、
流
通

機
構
の
発
達
に
伴
っ
て
現
金
収
入
が
拡
大
し
た
の
で
、
蜂

屋
村
の
経
済
に
及
ぼ
す
打
撃
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

三
．
堂
上
蜂
屋
柿
の

　
　
衰
退
と
復
活

　
明
治
期
に
な
る
と
蜂
屋
柿
の
上
納
は
廃
止
と
な
り
、
蜂

屋
村
は
諸
役
免
除
な
ど
の
特
典
を
失
い
ま
し
た
が
、
蜂
屋

柿
は
美
濃
を
代
表
す
る
特
産
品
と
し
て
生
産
さ
れ
ま
し

た
。
明
治
政
府
の
地
場
産
業
の
振
興
策
と
し
て
企
画
さ
れ

た
勧
業
博
覧
会
に
出
品
、
褒
状
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
海

外
で
も
そ
の
上
質
の
味
わ
い
が
高
く
評
価
さ
れ
、
明
治
三

十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
の
パ
リ
万
博
に
出
品
さ
れ
た
堂
上

蜂
屋
柿
は
、
銀
牌
を
獲
得
し
、
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）

年
の
セ
ン
ト
ル
イ
ス
万
博
で
は
、
金
牌
の
栄
誉
に
輝
き
ま

し
た
。

　
一
方
、
生
糸
が
主
要
な
輸
出
品
と
な
り
、
全
国
的
に
養

蚕
業
が
盛
況
と
な
る
中
、
蜂
屋
村
で
も
次
第
に
柿
に
代

わ
っ
て
桑
が
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
初
期
に
は
、
柿
の

原
木
が
特
定
で
き
な
く
な
り
、
干
柿
の
製
法
を
引
き
継
ぐ

者
も
な
く
、
千
年
の
伝
統
を
誇
っ
た
蜂
屋
柿
づ
く
り
は
途

絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
太
平
洋
戦
争
を
経
て
、
戦
後
も
長
ら
く
堂
上

蜂
屋
柿
は
姿
を
見
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
昭
和
五
十
三
（
一

九
七
八
）
年
、
堂
上
蜂
屋
柿
の
復
活
を
目
指
し
て
蜂
屋
柿

振
興
会
が
発
足
し
、
伝
統
製
法
の
継
承
に
加
え
、
低
温
保

存
や
人
工
乾
燥
な
ど
科
学
的
技
術
を
導
入
し
て
品
質
の

安
定
・
向
上
を
図
り
、
生
産
・
販
売
量
を
拡
大
さ
せ
て
き

ま
し
た
。

　
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
、
イ
タ
リ
ア
に
本
部
が
あ

る
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
協
会
が
推
進
す
る
「
味
の
箱
舟
」
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
、
堂
上
蜂
屋
柿
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
お
い

し
さ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
歴
史
、
地
域
と
の
関
わ
り
、

限
ら
れ
た
生
産
者
に
よ
る
希
少
な
産
品
で
あ
る
こ
と
が

認
定
条
件
と
な
っ
て
い
る
国
際
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
そ
の

価
値
が
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
に
は
、
農
林
水
産
省
の

地
理
的
表
示
（
Ｇ
Ｉ
）
保
護
制
度
に
堂
上
蜂
屋
柿
が
登
録

さ
れ
ま
し
た
。
地
理
的
表
示
（
Ｇ
Ｉ
）
保
護
制
度
は
、
伝

統
的
な
生
産
方
法
や
気
候
・
風
土
・
土
壌
な
ど
の
生
産
地

等
の
特
性
が
、
品
質
等
の
特
性
に
結
び
つ
い
て
い
る
産
品

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
産
品
の
名
称
（
地
理
的
表
示
）
を

知
的
財
産
と
し
て
登
録
し
保
護
す
る
制
度
で
す
。

　
千
年
の
歴
史
を
誇
る
堂
上
蜂
屋
柿
は
、
現
代
で
も
極
上

の
ス
イ
ー
ツ
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
し
、
洋
風
の
生
活

ス
タ
イ
ル
や
空
間
に
お
い
て
も
悠
久
の
時
が
感
じ
ら
れ
る

一
品
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。

め
い
ご
う
お
う
ら
い

ぶ
ん

じ

ず
い
り
ん

じ

じ
ん
さ
い
そ
う
じ
ょ

よ
し
た
ね

み
ん
が
く
し
ょ
う

し
ん

け
い
ち
ょ
う

す
の
ま
た

ち
ょ

う

え

も
ん

み
　
の
の
か
み

し
げ
よ
り

ふ
じ
わ
ら
の
あ
き

ひ
ら

どう じょう はち や がき
こ
う
こ
く

お
し
ょ
う

ち
ょ
う

あ
ん

す
ん

ぷ

し
ょ
う

げ
ん

げ
ん

な

け
い
あ
ん

か
ん
ぶ
ん

し
ょ
う

と
く

千年以上の歴史を持ち歴代将軍にも献上されたという干柿

<提供：美濃加茂市産業振興部 >

『明衡往来』（寛永十九年刊）

<提供：美濃加茂ミュージアム蔵 >

化粧箱に貼られたレッテル（明治末期）

<提供：美濃加茂市民ミュージアム蔵 >

美濃国の「柿寺」のひとつ瑞林寺

蜂屋柿に関する由緒書が残されている

当時の干柿の生産の様子を描いた「美濃釣柿」（日本山海名産図会）

〈出典：蜂屋柿　その歴史と人々展（美濃加茂ミュージアム）〉

2007 年に堂上蜂屋柿が認定された

「味の箱舟」の認定書

〈提供：美濃加茂市産業振興部〉

自然と歴史が育んだ特産品「堂上蜂屋柿」

〈提供：美濃加茂市産業振興部〉

地域の歴史地域の歴史
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一
．
千
年
の
歴
史
を
誇
る

　
　
堂
上
蜂
屋
柿

　
木
曽
川
中
流
域
の
右
岸
に
位
置
す
る
岐
阜
県
美
濃
加

茂
市
の
中
心
地
に
は
、
蜂
屋
丘
陵
地
と
呼
ば
れ
る
標
高
一

四
〇
ｍ
～
二
四
〇
ｍ
の
な
だ
ら
か
な
波
状
地
形
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
蜂
屋
丘
陵
地
は
、
全
国
各
地
で
栽
培
さ

れ
て
い
る
蜂
屋
柿
の
原
産
地
で
、
当
地
で
生
産
さ
れ
る
干

柿
は
、「
堂
上
蜂
屋
柿
」
の
名
で
知
ら
れ
、
そ
の
甘
味
と

大
き
さ
で
極
上
品
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
美
濃
加
茂
市
は
、
岐
阜
県
内
で
も
冬
の
晴
天
率
が
高

く
、
奥
美
濃
で
雪
を
降
ら
せ
た
風
が
山
を
越
え
て
乾
風
と

な
っ
て
吹
き
下
ろ
す
た
め
、
秋
に
収
穫
し
た
柿
を
干
す
の

に
適
し
た
気
候
風
土
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
干
柿
が
、「
堂
上
蜂
屋
柿
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
明
治
以
降
で
、
そ
れ
ま
で
は
堂
上
柿
と
か
蜂

屋
柿
な
ど
種
々
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
蜂
屋
柿

に
は
、
加
工
前
の
生
柿
と
製
品
に
な
っ
た
干
柿
の
両
方
が

含
ま
れ
ま
す
が
、
本
稿
で
は
も
っ
ぱ
ら
干
柿
を
指
す
こ
と

と
し
ま
す
。
堂
上
と
は
、
昇
殿
を
許
さ
れ
た
公
家
の
格
を

指
す
言
葉
で
、
蜂
屋
で
作
ら
れ
る
干
柿
が
、
朝
廷
に
献
上

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
ま
す
。
古
来
よ
り
名
文
と

さ
れ
手
紙
の
手
本
と
さ
れ
て
い
る
『
明
衡
往
来
』
は
、
平

安
時
代
中
期
の
学
者
で
あ
る
藤
原
明
衡
の
手
紙
を
集
め

た
も
の
で
、
そ
の
中
に
美
濃
国
の
国
司
か
ら
朝
廷
に
干
柿

が
献
上
さ
れ
た
際
に
明
衡
が
書
い
た
礼
状
が
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
明
衡
が
、「
こ
の
枝
柿
は
蜜
よ
り
甘
い
」
と

　
美
濃
加
茂
市
の
代
表
的
な
特
産
品
・
堂
上
蜂
屋
柿

は
、
一
本
の
枝
に
一
個
の
果
実
を
実
ら
せ
、
よ
り
大
き

な
柿
を
収
穫
し
ま
す
。
そ
の
四
角
い
形
を
活
か
す
た

め
、
全
て
手
作
業
で
皮
む
き
さ
れ
ま
す
。

　
干
し
上
げ
で
は
、
乾
燥
状
態
を
確
認
し
な
が
ら
一
つ

ひ
と
つ
な
で
て
い
く
「
手
も
み
」
や
表
面
に
糖
分
を
浮

き
出
さ
せ
る
「
ニ
オ
ボ
ウ
キ
が
け
」
な
ど
伝
統
な
工
程

が
施
さ
れ
ま
す
。

　
丹
念
に
作
ら
れ
た
堂
上
蜂
屋
柿
は
、
食
の
芸
術
と
い

わ
れ
る
極
上
品
と
し
て
国
の
内
外
か
ら
高
い
評
価
を
受

け
て
い
ま
す
。

平安時代から続く
伝統の干柿・堂上蜂屋柿

■
参
考
文
献

『
美
濃
加
茂
市
史
　
通
史
編
』
　

昭
和
五
十
五
年
　
美
濃
加
茂
市

『
蜂
屋
柿
　
そ
の
歴
史
と
人
々
展
』

　
平
成
二
十
年
　
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

『
堂
上
蜂
屋
柿
』
　

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
蜂
屋
支
店
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

『
千
年
の
歴
史
の
味
、
堂
上
蜂
屋
柿
』
　

二
〇
〇
〇
年
　
秋
元
浩
一

評
し
た
一
文
に
、
蜂
屋
柿
と
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
古
来
よ
り
地
元
で
は
蜂
屋
産
と
考
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

　
蜂
屋
の
名
前
に
つ
い
て
、
文
治
年
間
（
一
一
八
五
～
一

一
九
〇
）
に
源
頼
朝
へ
干
柿
を
献
上
し
た
と
こ
ろ
、「
蜂

の
蜜
の
よ
う
に
甘
い
」
と
高
く
評
価
さ
れ
、
村
と
柿
に
蜂

屋
の
名
を
与
え
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
蜂
屋
町
に
あ
る
瑞
林
寺
は
、
仁
済
宗
恕
が
室
町
時

代
後
期
に
、
当
時
の
美
濃
国
守
護
の
土
岐
美
濃
守
成
頼
の

援
助
を
受
け
創
建
さ
れ
た
と
さ
れ
、
仁
済
宗
恕
が
蜂
屋
柿

を
室
町
幕
府
十
代
将
軍
足
利
義
植
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、

寺
領
十
石
と
柿
寺
の
称
号
を
授
け
ら
れ
た
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
天
下
人
と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
に
も
蜂
屋
村
か

ら
干
柿
が
献
上
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
、
村
に
課
せ
ら

れ
て
い
た
課
役
が
免
除
さ
れ
よ
う
に
な
っ
た
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
瑞
林
寺
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
瑞
林
寺
四
世

の
明
岳
紹
審
が
伏
見
城
に
お
い
て
干
柿
を
献
上
し
た
と
こ

ろ
、
永
楽
銭
五
十
貫
文
と
寺
領
十
石
を
与
え
ら
れ
、
ほ
か

に
望
み
は
な
い
か
と
問
わ
れ
た
の
で
、
村
の
諸
役
免
除
を

願
い
出
て
認
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
．
徳
川
将
軍
家
へ
の

　
　
蜂
屋
柿
上
納

　
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
九
月
、
関
ヶ
原
の
戦
い
に
先

立
ち
、
石
田
方
の
立
て
籠
も
る
大
垣
城
を
目
指
し
て
進
軍

す
る
徳
川
家
康
に
、
墨
俣
で
出
迎
え
た
蜂
屋
村
の
頭
百
姓

が
山
田
長
右
衛
門
の
取
次
ぎ
に
よ
っ
て
干
柿
を
献
上
し
た

話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
家
康
は
、「
早
速
大
が
き

手
に
入
る
吉
兆
」
と
喜
び
、
当
座
の
褒
美
と
し
て
こ
れ
ま

で
通
り
蜂
屋
村
の
諸
役
免
除
を
認
め
、
さ
ら
に
蜂
屋
村
を

御
菓
子
場
（
将
軍
や
大
奥
に
果
物
や
そ
の
加
工
品
を
納
め

る
と
こ
ろ
）
に
指
定
し
て
、
毎
年
の
上
納
を
命
じ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
話
は
後
世
に
広
く
伝
え
ら
れ
、「
権
現
様
（
家
康
）

の
吉
兆
」
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
蜂
屋
柿
の
由

緒
に
関
す
る
多
く
の
文
書
の
冒
頭
に
出
て
き
ま
す
。
瑞
林

寺
の
寺
伝
に
も
、
六
世
の
江
国
和
尚
が
墨
俣
宿
に
出
向
い

て
家
康
に
干
柿
を
献
上
し
、
寺
領
や
村
の
諸
役
免
除
は
今

ま
で
通
り
と
仰
せ
付
け
が
あ
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
歴
史
の
定
説
で
は
、
家
康
は
岐
阜
を
発
し
て
木
田

付
近
で
長
良
川
を
渡
り
赤
坂
に
着
い
て
本
営
に
入
っ
た
と

さ
れ
、
墨
俣
は
通
過
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

話
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
疑
義
が
生
じ
、
山
田
長
右
衛
門

が
大
久
保
長
安
配
下
の
代
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
蜂
屋
柿

が
献
上
さ
れ
た
の
は
関
ヶ
原
の
戦
い
以
後
の
こ
と
と
推
察

す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
江
戸
時
代
を
通

じ
て
、
蜂
屋
村
の
諸
役
免
除
と
瑞
林
寺
領
十
石
は
秀
吉
の

治
世
と
同
様
に
継
続
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
御
菓
子
場
に
指
定
さ
れ
た
蜂
屋
村
は
、
毎
年
干
柿
を
上

納
し
ま
し
た
。
家
康
が
秀
忠
に
将
軍
職
を
譲
り
、 

駿
府 

（
静
岡
）
に
退
い
て
か
ら
は
、
江
戸
・
駿
府
の
両
方
に
干

柿
を
送
り
ま
し
た
。
瑞
林
寺
に
は
、
駿
府
へ
柿
を
継
ぎ
送

る
た
め
、
岡
田
将
監
の
配
下
が
宿
場
々
々
に
、
油
断
な
く

送
り
届
け
る
よ
う
依
頼
し
た
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
元
和
五
（
一
六
一
九
）
年
に
蜂
屋
村
が
尾
張
藩
領
に
な
っ

て
か
ら
は
、
干
柿
は
尾
張
藩
に
上
納
す
る
こ
と
と
な
り
、

将
軍
家
に
は
藩

か
ら
届
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し

た
。
蜂
屋
柿
の

原
料
の
柿
は
、

村
内
だ
け
で
は

収
穫
量
が
足
り

な
い
の
で
、
西

濃
各
地
で
買
い

付
け
、
時
に
は

商
人
の
手
を
借

り
て
原
料
の
柿

を
買
い
集
め
ま
し
た
。
ま
た
、
直
接
製
品
と
な
っ
た
干
柿

を
購
入
し
た
例
も
見
ら
れ
ま
す
。
尾
張
藩
は
、
原
料
の
柿

の
集
荷
に
便
宜
を
図
り
、
美
濃
の
村
々
に
蜂
屋
と
岐
阜
以

外
に
は
売
ら
な
い
よ
う
命
じ
ま
し
た
。

　
蜂
屋
柿
の
生
産
量
は
、
原
料
の
柿
の
収
穫
量
に
も
左
右

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
尾
張
藩
の
注
文
数
に
よ
っ
て

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
従
っ
て
生
産
に
あ
た
っ
て
は
、

絶
え
ず
藩
の
意
向
を
う
か
が
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
尾

張
藩
の
注
文
は
、
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
ご
ろ
か
ら
急

激
に
増
加
し
、 

寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）
に

は
、
年
間
九
万
、
十
万
、
十
二
～
三
万
と
い
う
注
文
が
あ

り
ま
し
た
。
良
質
な
蜂
屋
柿
を
生
産
す
る
に
は
、
手
間
が

か
か
る
作
業
と
細
心
の
注
意
が
必
要
で
、
ま
た
干
上
げ
工

程
は
気
候
に
左
右
さ
れ
や
す
い
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
歩
留

ま
り
を
考
慮
し
て
製
造
し
て
い
ま
し
た
。
正
徳
元
（
一
七

一
一
）
年
の
「
御
柿
入
用
積
書
」
に
は
、
三
万
余
の
上
納

に
対
し
三
十
万
ほ
ど
の
原
料
柿
を
買
い
入
れ
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
蜂
屋
柿
の
生
産
額
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
十
七
世
紀
後

半
で
、
十
八
世
紀
以
後
は
次
第
に
減
少
し
て
い
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
半
ば
か
ら
上
納
の
注
文
は
減
少
し
、
幕
末
に
は

尾
張
藩
よ
り
「
献
上
に
及
ば
む
」
と
通
達
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
一
方
で
、
市
中
に
売
り
出
す
量
は
増
加
し
、
流
通

機
構
の
発
達
に
伴
っ
て
現
金
収
入
が
拡
大
し
た
の
で
、
蜂

屋
村
の
経
済
に
及
ぼ
す
打
撃
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

三
．
堂
上
蜂
屋
柿
の

　
　
衰
退
と
復
活

　
明
治
期
に
な
る
と
蜂
屋
柿
の
上
納
は
廃
止
と
な
り
、
蜂

屋
村
は
諸
役
免
除
な
ど
の
特
典
を
失
い
ま
し
た
が
、
蜂
屋

柿
は
美
濃
を
代
表
す
る
特
産
品
と
し
て
生
産
さ
れ
ま
し

た
。
明
治
政
府
の
地
場
産
業
の
振
興
策
と
し
て
企
画
さ
れ

た
勧
業
博
覧
会
に
出
品
、
褒
状
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
海

外
で
も
そ
の
上
質
の
味
わ
い
が
高
く
評
価
さ
れ
、
明
治
三

十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
の
パ
リ
万
博
に
出
品
さ
れ
た
堂
上

蜂
屋
柿
は
、
銀
牌
を
獲
得
し
、
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）

年
の
セ
ン
ト
ル
イ
ス
万
博
で
は
、
金
牌
の
栄
誉
に
輝
き
ま

し
た
。

　
一
方
、
生
糸
が
主
要
な
輸
出
品
と
な
り
、
全
国
的
に
養

蚕
業
が
盛
況
と
な
る
中
、
蜂
屋
村
で
も
次
第
に
柿
に
代

わ
っ
て
桑
が
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
初
期
に
は
、
柿
の

原
木
が
特
定
で
き
な
く
な
り
、
干
柿
の
製
法
を
引
き
継
ぐ

者
も
な
く
、
千
年
の
伝
統
を
誇
っ
た
蜂
屋
柿
づ
く
り
は
途

絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
太
平
洋
戦
争
を
経
て
、
戦
後
も
長
ら
く
堂
上

蜂
屋
柿
は
姿
を
見
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
昭
和
五
十
三
（
一

九
七
八
）
年
、
堂
上
蜂
屋
柿
の
復
活
を
目
指
し
て
蜂
屋
柿

振
興
会
が
発
足
し
、
伝
統
製
法
の
継
承
に
加
え
、
低
温
保

存
や
人
工
乾
燥
な
ど
科
学
的
技
術
を
導
入
し
て
品
質
の

安
定
・
向
上
を
図
り
、
生
産
・
販
売
量
を
拡
大
さ
せ
て
き

ま
し
た
。

　
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
、
イ
タ
リ
ア
に
本
部
が
あ

る
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
協
会
が
推
進
す
る
「
味
の
箱
舟
」
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
、
堂
上
蜂
屋
柿
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
お
い

し
さ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
歴
史
、
地
域
と
の
関
わ
り
、

限
ら
れ
た
生
産
者
に
よ
る
希
少
な
産
品
で
あ
る
こ
と
が

認
定
条
件
と
な
っ
て
い
る
国
際
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
そ
の

価
値
が
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
に
は
、
農
林
水
産
省
の

地
理
的
表
示
（
Ｇ
Ｉ
）
保
護
制
度
に
堂
上
蜂
屋
柿
が
登
録

さ
れ
ま
し
た
。
地
理
的
表
示
（
Ｇ
Ｉ
）
保
護
制
度
は
、
伝

統
的
な
生
産
方
法
や
気
候
・
風
土
・
土
壌
な
ど
の
生
産
地

等
の
特
性
が
、
品
質
等
の
特
性
に
結
び
つ
い
て
い
る
産
品

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
産
品
の
名
称
（
地
理
的
表
示
）
を

知
的
財
産
と
し
て
登
録
し
保
護
す
る
制
度
で
す
。

　
千
年
の
歴
史
を
誇
る
堂
上
蜂
屋
柿
は
、
現
代
で
も
極
上

の
ス
イ
ー
ツ
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
し
、
洋
風
の
生
活

ス
タ
イ
ル
や
空
間
に
お
い
て
も
悠
久
の
時
が
感
じ
ら
れ
る

一
品
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。

め
い
ご
う
お
う
ら
い

ぶ
ん

じ

ず
い
り
ん

じ

じ
ん
さ
い
そ
う
じ
ょ

よ
し
た
ね

み
ん
が
く
し
ょ
う

し
ん

け
い
ち
ょ
う

す
の
ま
た

ち
ょ

う

え

も
ん

み
　
の
の
か
み

し
げ
よ
り

ふ
じ
わ
ら
の
あ
き

ひ
ら

どう じょう はち や がき
こ
う
こ
く

お
し
ょ
う

ち
ょ
う

あ
ん

す
ん

ぷ

し
ょ
う

げ
ん

げ
ん

な

け
い
あ
ん

か
ん
ぶ
ん

し
ょ
う

と
く

千年以上の歴史を持ち歴代将軍にも献上されたという干柿

<提供：美濃加茂市産業振興部 >

『明衡往来』（寛永十九年刊）

<提供：美濃加茂ミュージアム蔵 >

化粧箱に貼られたレッテル（明治末期）

<提供：美濃加茂市民ミュージアム蔵 >

美濃国の「柿寺」のひとつ瑞林寺

蜂屋柿に関する由緒書が残されている

当時の干柿の生産の様子を描いた「美濃釣柿」（日本山海名産図会）

〈出典：蜂屋柿　その歴史と人々展（美濃加茂ミュージアム）〉

2007 年に堂上蜂屋柿が認定された

「味の箱舟」の認定書

〈提供：美濃加茂市産業振興部〉

自然と歴史が育んだ特産品「堂上蜂屋柿」

〈提供：美濃加茂市産業振興部〉
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「
木
曽
の
か
け
は
し
、
太
田
の
渡
し
、
碓
氷
峠
が
な

く
ば
よ
い
」
と
謡
わ
れ
、
中
山
道
に
お
け
る
三
大
難
所

の
一
つ
で
あ
っ
た
太
田
の
渡
し
は
、
中
世
か
ら
昭
和
の

初
め
ま
で
人
と
貨
物
を
運
び
、
地
域
の
人
々
の
暮
ら
し

と
係
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
太
田
橋
の
架
橋
に
よ
っ
て
渡
船
場

が
な
く
な
り
、
か
つ
て
の
賑
わ
い
は
失
わ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
の
木
曽
川
河
畔
で
は
、
「
か
わ
ま
ち
づ
く
り
事

業
」
に
よ
っ
て
積
極
的
に
河
川
に
目
を
向
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
川
と
人
と
の
新
し
い
関
係
が
築
か
れ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

太田の渡しからリバーポートパークへ
移り変わる木曽川河畔

一
．
中
山
道
の
難
所
・

　
　
太
田
の
渡
し

　
美
濃
加
茂
市
の
南
部
は
、
第
四
紀
洪
積
世
以
降
の
木
曽

川
・
飛
騨
川
の
堆
積
・
侵
食
活
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

河
岸
段
丘
群
か
ら
な
り
、
美
濃
加
茂
盆
地
と
呼
ば
れ
る
階

段
状
の
低
地
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
美
濃
加
茂
盆
地

に
は
、
古
く
か
ら
集
落
が
発
達
し
、
木
曽
川
を
隔
て
た
可

児
地
域
と
の
往
来
も
盛
ん
で
し
た
。

　
承
久
三
（
一
二
二
一
）
年
五
月
に
起
こ
っ
た
承
久
の
乱

で
は
、
東
上
す
る
鎌
倉
幕
府
軍
に
対
し
て
朝
廷
側
は
木
曽

川
右
岸
に
兵
力
を
展
開
し
て
、
木
曽
川
で
幕
府
軍
を
食
い

止
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
主
戦
場
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
大

井
戸
の
渡
し
は
、
後
の
太
田
の
渡
し
と
考
え
ら
れ
、
十
三

世
紀
以
前
か
ら
渡
し
が
存
在
し
、
太
田
は
交
通
の
要
衝

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
慶
長
十
五
（
一
六
一
〇
）
年
に
大
久
保
長
安
が
検
地
を

行
っ
た
際
、
太
田
の
渡
し
の
船
頭
屋
敷
に
対
し
て
安
堵
状

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
加
茂
郡
太
田
村
の

内
に
於
い
て
、
石
高
三
石
九
斗
九
升
六
合
、
太
田
渡
船
頭

八
人
の
屋
敷
、
先
規
の
如
く
」
と
あ
り
、
以
前
よ
り
太
田

の
渡
し
は
領
主
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　
中
世
に
お
け
る
渡
船
場
の
位
置
は
、
確
か
な
史
料
が
な

■
参
考
文
献

『
美
濃
加
茂
市
史
　
通
史
編
』　

昭
和
五
十
五
年
　
美
濃
加
茂
市

「
中
山
道
　
太
田
宿
」 

美
濃
加
茂
市
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「MINOKAMO

　ACTIVITY

」　

美
濃
加
茂
市
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
か
わ
ま
ち
づ
く
り
　Make the city from the 

river

」

　
国
土
交
通
省WEB

サ
イ
ト

く
判
然
と
し
ま
せ
ん
。
近
世
で
は
、
十
八
世
紀
前
半
の
亨

保
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
に
作
成
さ
れ
た
「
木

曽
川
川
並
絵
図
」
を
見
る
と
、
左
岸
側
の
渡
船
場
は
牛
ヵ

淵
の
近
く
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、 

天
保
五
（
一

八
三
四
）
年
に
皇
都
書
林
が
発
行
し
た
地
図
で
は
、
左
岸

側
の
渡
船
場
が
今
渡
に
な
っ
て
い
ま
す
。
天
明
七
（
一
七

八
七
） 

年
の
「
太
田
川
（
木
曽
川
）
渡
船
場
三
日
役
免
除

願
」
に
は
、「
太
田
川
渡
船
場
。
往
古
よ
り
追
々
川
瀬
替
、

只
今
に
て
は
拾
弐
三
丁
も
川
上
」
と
あ
り
、
ま
た
、
寛
政

年
間 

（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
の
『
尾
張
徇
行
記
』
に

は
「
渡
船
場
は
村
東
に
あ
り
、
今
は
土
田
村
と
今
渡
村
と

の
界
へ
越
す
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
渡

船
場
は
上
流
へ
変
更
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
、
太
田

宿
が
発
展
し
て
新
町
が
東
の
方
へ
延
び
た
こ
と
と
、
当
時

の
土
木
技
術
で
は
洪
水
に
よ
っ
て
川
筋
が
変
わ
る
と
渡
船

場
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
江
戸
時
代
の
太
田
付
近
の
木
曽
川
は
、
水
深
六
十
～
七

十
六
㎝
ほ
ど
で
、
左
岸
側
の
ほ
う
が
少
し
深
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。
川
幅
は
、
十
九
世
紀
中
頃
の
「
中
山
道
宿
村
大

概
帳
」
に
「
土
田
村
・
太
田
宿
の
間
、
太
田
川
、
川
幅
百

三
拾
五
間
、
船
渡
」「
太
田
川
、
常
水
幅
大
概
八
拾
五
間

程
船
渡
し
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
河
原
を
入
れ
た
川
幅

が
二
四
六
ｍ
程
度
、
平
常
時
の
流
水
幅
が
一
五
五
ｍ
程
度

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
水
流
に
つ
い
て
は
、
太
田
南

畝
が
『
壬
戌
紀
行
』
で
「
流
れ
急
に
し
て
、 

目
く
る
ば
か

り
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
中
山
道
の
三
大
難
所
の
一
つ
と

云
わ
れ
た
太
田
の
渡
し
は
、
豊
富
な
木
曽
川
の
水
量
に
対

し
て
水
深
が
浅
か
っ
た
た
め
、
水
流
が
急
で
渡
船
に
は
困

難
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
ま
し
た
。

二
．
岡
田
式
渡
船
と

　
　
太
田
橋
の
架
橋

　
明
治
に
な
り
中
山
道
宿
駅
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
後
も
、

太
田
の
渡
し
の
渡
船
需
要
は
増
え
続
け
、
明
治
三
十
年
代

に
は
混
雑
を
き
わ
め
、
川
越
え
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
便
が

生
じ
ま
し
た
。
木
曽
川
の
増
水
時
に
は
急
病
人
や
公
用
の

輸
送
に
も
差
し
つ
か
え
、
平
時
で
も
両
岸
で
か
な
り
の
待

ち
時
間
を
要

し
、
人

馬  

・

貨
物
が
停
滞

す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま

し
た
。

　
こ
う
し
た

状
況
を
打
開

し
た
の
が
、

岡
田
只
治
が

考
案
し
た
、

両
岸
に
櫓
を

組
ん
で
鋼
鉄
線
を
張
り
、
滑
車
に
よ
っ
て
船
を
導
く
渡
船

方
式
で
し
た
。
こ
の
装
置
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、

明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
三
月
で
、
こ
れ
に
よ
り
増

水
に
よ
る
通
航
止
め
が
な
く
な
り
、
一
日
に
約
四
十
ト
ン

の
輸
送
が
可
能
に
な
っ
た
と
推
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
輸
送
力
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
輸
送
量

の
増
加
が
著
し
く
、
両
岸
で
の
待
ち
時
間
は
延
び
る
一
方

だ
っ
た
た
め
、
橋
の
架
設
が
切
望
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
た
め
、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
に
は
、
下
古
井
と

今
渡
を
結
ぶ
太
田
橋
の
建
設
工
事
が
始
ま
り
、
幅
員
六
・

三
ｍ
、
延
長
三
八
八
・
四
ｍ
の
長
大
橋
が
昭
和
二
（
一
九

二
七
）
年
に
完
成
し
、
中
世
の
大
井
戸
の
渡
し
よ
り
延
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
太
田
の
渡
し
は
そ
の
役
目
を
終
え

ま
し
た
。三

．
「
か
わ
ま
ち
づ
く
り
事
業
」

　
　
に
よ
る
地
域
振
興

　
中
山
道
の
渡
船
場
と
し
て
賑
わ
っ
た
太
田
宿
周
辺
の
木

曽
川
は
、
護
岸
整
備
が
進
み
か
つ
て
の
面
影
は
影
を
ひ
そ

め
て
、
河
川
と
人
の
暮
ら
し
の
関
係
性
も
薄
ら
い
で
き
ま

し
た
。

　
国
土
交
通
省
は
、
河
川
の
氾
濫
か
ら
地
域
を
守
る
治
水

事
業
を
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
近

年
は
そ
れ
に
加
え
て
河
川
環
境
の
整
備
や
河
川
と
地
域

社
会
と
の
連
携
な
ど
に
も
注
力
し
て
い
ま
す
。
地
域
と
の

係
わ
り
で
は
、
河
川
に
は
古
く
か
ら
培
わ
れ
た
地
域
の
歴

史
や
文
化
、
人
々
の
生
活
と
の
つ
な
が
り
な
ど
、
そ
の
地

域
特
有
の
資
源
が
眠
っ
て
い
る
と
し
て
、
水
辺
を
活
か
す

『
か
わ
ま
ち
づ
く
り
』
を
促
進
し
て
い
ま
す
。

　『
か
わ
ま
ち
づ
く
り
』
は
、
地
域
が
持
つ
「
資
源
」
や

地
域
の
創
意
に
富
ん
だ
「
知
恵
」
を
活
か
し
、
地
域
活
性

化
や
観
光
振
興
な
ど
を
目
的
に
、
市
町
村
や
民
間
事
業

者
、
地
域
住
民
な
ど
と
河
川
管
理
者
が
各
々
の
取
組
み
を

連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
河
川
空
間
」
と
「
ま
ち
空
間
」

が
融
合
し
た
良
好
な
空
間
を
形
成
し
、
河
川
空
間
を
活
か

し
て
、
地
域
の
賑
わ
い
創
出
を
目
指
す
取
り
組
み
で
す
。

　
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
度
に
国
土
交
通
省
は
、 

『
か
わ
ま
ち
づ
く
り
』
支
援
制
度
を
創
設
し
、
市
町
村
な

ど
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
計
画
の
登
録
を
行
い
、
ハ
ー

ド
・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
美
濃
加

茂
市
は
、
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
に
「
か
わ
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
」
を
発
足
し
、 

翌
平
成
二
十
三
（
二
〇
一

一
）
年
に
は
「
か
わ
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画
」
を
策
定
し

ま
し
た
。

　
美
濃
加
茂
市
の
「
か
わ
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画
」
で

は
、
木
曽
川
の
自
然
や
中
山
道
の
歴
史
な
ど
の
地
域
資
源

を
、
観
光
や
ま
ち
づ
く
り
の
核
と
し
て
活
用
し
、
市
内
外

か
ら
人
々
が
訪
れ
る
賑
わ
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指

し
て
い
ま
す
。「
美
濃
太
田
駅
」、 「
中
山
道
会
館
」、「
リ

バ
ー
ポ
ー
ト
パ
ー
ク
美
濃
加
茂
」
を
拠
点
と
し
て
事
業
を

実
施
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
賑
わ
い
を
有
効
に
結
ぶ
こ
と
に
よ

り
、
エ
リ
ア
全
体
の
活
性
化
を
図
る
と
し
ま
し
た
。

　
リ
バ
ー
ポ
ー
ト
パ
ー
ク
美
濃
加
茂
は
、〝
五
感
を
刺
激

す
る
遊
び
と
学
び
を
体
感
で
き
る
公
園
〟
を
コ
ン
セ
プ
ト

に
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
四
月
に
中
之
島
公
園
を
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
川
遊
び
や
バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
、
プ
レ
イ
パ
ー
ク
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
官
民

共
同
で
考
え
、
そ
れ
ら
を
繋
げ
る
よ
う
に
公
園
・
施
設
を

デ
ザ
イ
ン
し
、
人
と
人
、
人
と
自
然
、
多
世
代
・
多
文
化

が
交
わ
る
交
流
拠
点
と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
各
種
イ

ベ
ン
ト
の
開
催
に
よ
り
、
賑
わ
い
と
憩
い
の
空
間
を
創
出

し
、
か
わ
と
ま
ち
を
繋
げ
る
た
め
に
船
着
場
や
水
際
遊
歩

天明以前

天明以後
明治から昭和の初め

化石林公園
リバーポートパーク
美濃加茂

中濃大橋

祐泉寺

牛ヵ淵

太田渡場変遷図

道
の
整
備
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
・
レ
ン

タ
サ
イ
ク
ル
の
運
営

事
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
川
遊
び
で
は
、
木

曽
川
で
気
軽
に
楽
し

め
る
リ
バ
ー
ア
ク

テ
ィ
ビ
テ
ィ
が
人
気

で
、
ラ
イ
セ
ン
ス
を

も
っ
た
ガ
イ
ド
が
同

行
し
て
、
ス
タ
ン
ド

ア
ッ
プ
パ
ド
ル
ボ
ー

ド
や
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
、
カ
ヌ
ー
な
ど
初
心
者
や
小
さ
な
子

供
で
も
安
心
し
て
体
験
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
活
動
の
一
環
と
し
て
「
川
と
森
の
勉
強
会
」
を

開
催
し
、
森
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
化
石
講
座
、
心

肺
蘇
生
法
講
習
、
今
渡
ダ
ム
ツ
ア
ー
な
ど
多
岐
に
わ
た
る

学
び
の
場
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
川
の
リ
ス
ク
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
講
習
で
は
、
川
の
危
険
性
や
万
が
一
の
対
処

法
な
ど
を
教
え
、
木
曽
川
へ
の
親
し
み
と
事
故
防
止
の
啓

発
を
行
い
、
川
遊
び
と
と
も
に
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
装
着

方
法
な
ど
を
受
講
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
か
つ
て
、
太
田
の
渡
し
と
し
て
地
域
と
密
接
に
係
わ
っ

て
い
た
木
曽
川
河
畔
で
は
、
今
、
新
し
い
形
で
人
々
が
河

川
と
親
し
み
、
水
辺
に
新
た
な
価
値
を
見
い
出
す
こ
と

で
、
地
域
の
活
性
化
に
繋
げ
る
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
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「
木
曽
の
か
け
は
し
、
太
田
の
渡
し
、
碓
氷
峠
が
な

く
ば
よ
い
」
と
謡
わ
れ
、
中
山
道
に
お
け
る
三
大
難
所

の
一
つ
で
あ
っ
た
太
田
の
渡
し
は
、
中
世
か
ら
昭
和
の

初
め
ま
で
人
と
貨
物
を
運
び
、
地
域
の
人
々
の
暮
ら
し

と
係
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
太
田
橋
の
架
橋
に
よ
っ
て
渡
船
場

が
な
く
な
り
、
か
つ
て
の
賑
わ
い
は
失
わ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
の
木
曽
川
河
畔
で
は
、
「
か
わ
ま
ち
づ
く
り
事

業
」
に
よ
っ
て
積
極
的
に
河
川
に
目
を
向
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
川
と
人
と
の
新
し
い
関
係
が
築
か
れ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

太田の渡しからリバーポートパークへ
移り変わる木曽川河畔

一
．
中
山
道
の
難
所
・

　
　
太
田
の
渡
し

　
美
濃
加
茂
市
の
南
部
は
、
第
四
紀
洪
積
世
以
降
の
木
曽

川
・
飛
騨
川
の
堆
積
・
侵
食
活
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

河
岸
段
丘
群
か
ら
な
り
、
美
濃
加
茂
盆
地
と
呼
ば
れ
る
階

段
状
の
低
地
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
美
濃
加
茂
盆
地

に
は
、
古
く
か
ら
集
落
が
発
達
し
、
木
曽
川
を
隔
て
た
可

児
地
域
と
の
往
来
も
盛
ん
で
し
た
。

　
承
久
三
（
一
二
二
一
）
年
五
月
に
起
こ
っ
た
承
久
の
乱

で
は
、
東
上
す
る
鎌
倉
幕
府
軍
に
対
し
て
朝
廷
側
は
木
曽

川
右
岸
に
兵
力
を
展
開
し
て
、
木
曽
川
で
幕
府
軍
を
食
い

止
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
主
戦
場
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
大

井
戸
の
渡
し
は
、
後
の
太
田
の
渡
し
と
考
え
ら
れ
、
十
三

世
紀
以
前
か
ら
渡
し
が
存
在
し
、
太
田
は
交
通
の
要
衝

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
慶
長
十
五
（
一
六
一
〇
）
年
に
大
久
保
長
安
が
検
地
を

行
っ
た
際
、
太
田
の
渡
し
の
船
頭
屋
敷
に
対
し
て
安
堵
状

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
加
茂
郡
太
田
村
の

内
に
於
い
て
、
石
高
三
石
九
斗
九
升
六
合
、
太
田
渡
船
頭

八
人
の
屋
敷
、
先
規
の
如
く
」
と
あ
り
、
以
前
よ
り
太
田

の
渡
し
は
領
主
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　
中
世
に
お
け
る
渡
船
場
の
位
置
は
、
確
か
な
史
料
が
な
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ま
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」

　
国
土
交
通
省WEB

サ
イ
ト

く
判
然
と
し
ま
せ
ん
。
近
世
で
は
、
十
八
世
紀
前
半
の
亨

保
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
に
作
成
さ
れ
た
「
木

曽
川
川
並
絵
図
」
を
見
る
と
、
左
岸
側
の
渡
船
場
は
牛
ヵ

淵
の
近
く
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、 

天
保
五
（
一

八
三
四
）
年
に
皇
都
書
林
が
発
行
し
た
地
図
で
は
、
左
岸

側
の
渡
船
場
が
今
渡
に
な
っ
て
い
ま
す
。
天
明
七
（
一
七

八
七
） 

年
の
「
太
田
川
（
木
曽
川
）
渡
船
場
三
日
役
免
除

願
」
に
は
、「
太
田
川
渡
船
場
。
往
古
よ
り
追
々
川
瀬
替
、

只
今
に
て
は
拾
弐
三
丁
も
川
上
」
と
あ
り
、
ま
た
、
寛
政

年
間 

（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
の
『
尾
張
徇
行
記
』
に

は
「
渡
船
場
は
村
東
に
あ
り
、
今
は
土
田
村
と
今
渡
村
と

の
界
へ
越
す
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
渡

船
場
は
上
流
へ
変
更
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
、
太
田

宿
が
発
展
し
て
新
町
が
東
の
方
へ
延
び
た
こ
と
と
、
当
時

の
土
木
技
術
で
は
洪
水
に
よ
っ
て
川
筋
が
変
わ
る
と
渡
船

場
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
江
戸
時
代
の
太
田
付
近
の
木
曽
川
は
、
水
深
六
十
～
七

十
六
㎝
ほ
ど
で
、
左
岸
側
の
ほ
う
が
少
し
深
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。
川
幅
は
、
十
九
世
紀
中
頃
の
「
中
山
道
宿
村
大

概
帳
」
に
「
土
田
村
・
太
田
宿
の
間
、
太
田
川
、
川
幅
百

三
拾
五
間
、
船
渡
」「
太
田
川
、
常
水
幅
大
概
八
拾
五
間

程
船
渡
し
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
河
原
を
入
れ
た
川
幅

が
二
四
六
ｍ
程
度
、
平
常
時
の
流
水
幅
が
一
五
五
ｍ
程
度

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
水
流
に
つ
い
て
は
、
太
田
南

畝
が
『
壬
戌
紀
行
』
で
「
流
れ
急
に
し
て
、 

目
く
る
ば
か

り
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
中
山
道
の
三
大
難
所
の
一
つ
と

云
わ
れ
た
太
田
の
渡
し
は
、
豊
富
な
木
曽
川
の
水
量
に
対

し
て
水
深
が
浅
か
っ
た
た
め
、
水
流
が
急
で
渡
船
に
は
困

難
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
ま
し
た
。

二
．
岡
田
式
渡
船
と

　
　
太
田
橋
の
架
橋

　
明
治
に
な
り
中
山
道
宿
駅
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
後
も
、

太
田
の
渡
し
の
渡
船
需
要
は
増
え
続
け
、
明
治
三
十
年
代

に
は
混
雑
を
き
わ
め
、
川
越
え
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
便
が

生
じ
ま
し
た
。
木
曽
川
の
増
水
時
に
は
急
病
人
や
公
用
の

輸
送
に
も
差
し
つ
か
え
、
平
時
で
も
両
岸
で
か
な
り
の
待

ち
時
間
を
要

し
、
人

馬  

・

貨
物
が
停
滞

す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま

し
た
。

　
こ
う
し
た

状
況
を
打
開

し
た
の
が
、

岡
田
只
治
が

考
案
し
た
、

両
岸
に
櫓
を

組
ん
で
鋼
鉄
線
を
張
り
、
滑
車
に
よ
っ
て
船
を
導
く
渡
船

方
式
で
し
た
。
こ
の
装
置
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、

明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
三
月
で
、
こ
れ
に
よ
り
増

水
に
よ
る
通
航
止
め
が
な
く
な
り
、
一
日
に
約
四
十
ト
ン

の
輸
送
が
可
能
に
な
っ
た
と
推
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
輸
送
力
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
輸
送
量

の
増
加
が
著
し
く
、
両
岸
で
の
待
ち
時
間
は
延
び
る
一
方

だ
っ
た
た
め
、
橋
の
架
設
が
切
望
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
た
め
、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
に
は
、
下
古
井
と

今
渡
を
結
ぶ
太
田
橋
の
建
設
工
事
が
始
ま
り
、
幅
員
六
・

三
ｍ
、
延
長
三
八
八
・
四
ｍ
の
長
大
橋
が
昭
和
二
（
一
九

二
七
）
年
に
完
成
し
、
中
世
の
大
井
戸
の
渡
し
よ
り
延
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
太
田
の
渡
し
は
そ
の
役
目
を
終
え

ま
し
た
。三

．
「
か
わ
ま
ち
づ
く
り
事
業
」

　
　
に
よ
る
地
域
振
興

　
中
山
道
の
渡
船
場
と
し
て
賑
わ
っ
た
太
田
宿
周
辺
の
木

曽
川
は
、
護
岸
整
備
が
進
み
か
つ
て
の
面
影
は
影
を
ひ
そ

め
て
、
河
川
と
人
の
暮
ら
し
の
関
係
性
も
薄
ら
い
で
き
ま

し
た
。

　
国
土
交
通
省
は
、
河
川
の
氾
濫
か
ら
地
域
を
守
る
治
水

事
業
を
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
近

年
は
そ
れ
に
加
え
て
河
川
環
境
の
整
備
や
河
川
と
地
域

社
会
と
の
連
携
な
ど
に
も
注
力
し
て
い
ま
す
。
地
域
と
の

係
わ
り
で
は
、
河
川
に
は
古
く
か
ら
培
わ
れ
た
地
域
の
歴

史
や
文
化
、
人
々
の
生
活
と
の
つ
な
が
り
な
ど
、
そ
の
地

域
特
有
の
資
源
が
眠
っ
て
い
る
と
し
て
、
水
辺
を
活
か
す

『
か
わ
ま
ち
づ
く
り
』
を
促
進
し
て
い
ま
す
。

　『
か
わ
ま
ち
づ
く
り
』
は
、
地
域
が
持
つ
「
資
源
」
や

地
域
の
創
意
に
富
ん
だ
「
知
恵
」
を
活
か
し
、
地
域
活
性

化
や
観
光
振
興
な
ど
を
目
的
に
、
市
町
村
や
民
間
事
業

者
、
地
域
住
民
な
ど
と
河
川
管
理
者
が
各
々
の
取
組
み
を

連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
河
川
空
間
」
と
「
ま
ち
空
間
」

が
融
合
し
た
良
好
な
空
間
を
形
成
し
、
河
川
空
間
を
活
か

し
て
、
地
域
の
賑
わ
い
創
出
を
目
指
す
取
り
組
み
で
す
。

　
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
度
に
国
土
交
通
省
は
、 

『
か
わ
ま
ち
づ
く
り
』
支
援
制
度
を
創
設
し
、
市
町
村
な

ど
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
計
画
の
登
録
を
行
い
、
ハ
ー

ド
・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
美
濃
加

茂
市
は
、
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
に
「
か
わ
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
」
を
発
足
し
、 

翌
平
成
二
十
三
（
二
〇
一

一
）
年
に
は
「
か
わ
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画
」
を
策
定
し

ま
し
た
。

　
美
濃
加
茂
市
の
「
か
わ
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画
」
で

は
、
木
曽
川
の
自
然
や
中
山
道
の
歴
史
な
ど
の
地
域
資
源

を
、
観
光
や
ま
ち
づ
く
り
の
核
と
し
て
活
用
し
、
市
内
外

か
ら
人
々
が
訪
れ
る
賑
わ
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指

し
て
い
ま
す
。「
美
濃
太
田
駅
」、 「
中
山
道
会
館
」、「
リ

バ
ー
ポ
ー
ト
パ
ー
ク
美
濃
加
茂
」
を
拠
点
と
し
て
事
業
を

実
施
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
賑
わ
い
を
有
効
に
結
ぶ
こ
と
に
よ

り
、
エ
リ
ア
全
体
の
活
性
化
を
図
る
と
し
ま
し
た
。

　
リ
バ
ー
ポ
ー
ト
パ
ー
ク
美
濃
加
茂
は
、〝
五
感
を
刺
激

す
る
遊
び
と
学
び
を
体
感
で
き
る
公
園
〟
を
コ
ン
セ
プ
ト

に
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
四
月
に
中
之
島
公
園
を
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
川
遊
び
や
バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
、
プ
レ
イ
パ
ー
ク
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
官
民

共
同
で
考
え
、
そ
れ
ら
を
繋
げ
る
よ
う
に
公
園
・
施
設
を

デ
ザ
イ
ン
し
、
人
と
人
、
人
と
自
然
、
多
世
代
・
多
文
化

が
交
わ
る
交
流
拠
点
と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
各
種
イ

ベ
ン
ト
の
開
催
に
よ
り
、
賑
わ
い
と
憩
い
の
空
間
を
創
出

し
、
か
わ
と
ま
ち
を
繋
げ
る
た
め
に
船
着
場
や
水
際
遊
歩

天明以前

天明以後
明治から昭和の初め

化石林公園
リバーポートパーク
美濃加茂

中濃大橋

祐泉寺

牛ヵ淵

太田渡場変遷図

道
の
整
備
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
・
レ
ン

タ
サ
イ
ク
ル
の
運
営

事
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
川
遊
び
で
は
、
木

曽
川
で
気
軽
に
楽
し

め
る
リ
バ
ー
ア
ク

テ
ィ
ビ
テ
ィ
が
人
気

で
、
ラ
イ
セ
ン
ス
を

も
っ
た
ガ
イ
ド
が
同

行
し
て
、
ス
タ
ン
ド

ア
ッ
プ
パ
ド
ル
ボ
ー

ド
や
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
、
カ
ヌ
ー
な
ど
初
心
者
や
小
さ
な
子

供
で
も
安
心
し
て
体
験
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
活
動
の
一
環
と
し
て
「
川
と
森
の
勉
強
会
」
を

開
催
し
、
森
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
化
石
講
座
、
心

肺
蘇
生
法
講
習
、
今
渡
ダ
ム
ツ
ア
ー
な
ど
多
岐
に
わ
た
る

学
び
の
場
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
川
の
リ
ス
ク
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
講
習
で
は
、
川
の
危
険
性
や
万
が
一
の
対
処

法
な
ど
を
教
え
、
木
曽
川
へ
の
親
し
み
と
事
故
防
止
の
啓

発
を
行
い
、
川
遊
び
と
と
も
に
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
装
着

方
法
な
ど
を
受
講
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
か
つ
て
、
太
田
の
渡
し
と
し
て
地
域
と
密
接
に
係
わ
っ

て
い
た
木
曽
川
河
畔
で
は
、
今
、
新
し
い
形
で
人
々
が
河

川
と
親
し
み
、
水
辺
に
新
た
な
価
値
を
見
い
出
す
こ
と

で
、
地
域
の
活
性
化
に
繋
げ
る
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い

ま
す
。

かわまちづくり事業別個所図　〈提供：美濃加茂市役所建設水道部〉
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明
治
の
時
代
を
迎
え
、
文
明
開
化
の
名
の
下
に
多
く

の
西
洋
の
文
明
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
木
曽
三
川
の
明

治
改
修
工
事
は
、
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
に
始
ま
り

ま
し
た
が
、
鉄
道
は
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
十
一
月
、

明
治
政
府
が
東
京
・
京
都
間
を
結
ぶ
幹
線
の
建
設
を
決

定
し
た
も
の
の
、
そ
の
路
線
は
未
定
で
し
た
。

　
鉄
道
が
川
越
え
を
す
る
に
は
、
鉄
橋
が
必
要
で
す
。

洪
水
に
対
し
て
安
全
に
す
る
に
は
、
長
く
て
高
い
橋
に

す
べ
き
で
す
が
、
工
事
費
は
高
額
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
現
在
で
も
河
川
管
理
者
と
橋
梁
設
置
者

の
協
議
は
大
変
で
あ
り
、
明
治
改
修
で
も
ト
ラ
ブ
ル
に

な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
本
章
で
は
、
鉄
道
敷
設
に
伴
っ
て
発
生
し
た
工
部
省

鉄
道
局
と
内
務
省
土
木
局
の
デ
・
レ
イ
ケ
と
の
論
争
や
、

架
橋
に
関
す
る
地
元
住
民
の
不
安
に
つ
い
て
触
れ
て
み

ま
す
。

地域と河川　第十一編

堤防計画と東海道線敷設
－明治改修計画図に見る その４－

一
．
大
垣
以
東
の

　
　
幹
線
路
線

　
明
治
以
前
、
江
戸
と
京
都

を
連
絡
す
る
交
通
路
は
、
東

海
道
と
中
山
道
の
二
ル
ー
ト

が
あ
り
ま
し
た
。
鉄
道
幹
線

の
路
線
も
上
記
の
二
ル
ー
ト

が
検
討
さ
れ
、
山
岳
地
域
の

開
発
と
敵
国
か
ら
の
進
攻
に
安
全
で
あ
る
と
の
軍

事
的
理
由
よ
り
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
十

月
に
中
山
道
路
線
が
幹
線
に
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
鉄
道
局
は
中
山
道
路
線
で
の
工
事
の

長
期
化
や
経
費
増
加
を
危
惧
し
、
明
治
十
九
（
一

八
八
六
）
年
六
月
の
閣
議
で
、
中
山
道
路
線
か
ら

東
海
道
路
線
へ
の
変
更
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
五
月
に
、
関
ヶ
原
・

大
垣
間
が
中
山
道
ル
ー
ト
の
一
部
と
し
て
開
業
す

る
と
、
同
月
に
直
ち
に
次
の
大
垣
・
加
納
（
現
岐

阜
）
間
の
測
量
が
着
手
さ
れ
、
翌
明
治
十
八
（
一

八
八
五
）
年
一
月
に
は
支
線
（
尾
張
線
）
に
位
置

付
け
ら
れ
た
加
納
・
名
古
屋
間
の
測
量
を
開
始
し

ま
し
た
。

　
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
来
日
し
た
イ
ギ
リ

ス
人
Ｅ
．
モ
レ
ル
の
後
任
Ｒ
．
ボ
イ
ル
が
、
明
治

九
（
一
八
七
六
）
年
に
提
出
し
た
上
告
書
で
は
、

加
納
駅
（
現
岐
阜
）
の
位
置
は
中
山
道
筋
に
連
絡

が
便
利
な
加
納
町
寄
り
に
計
画
さ
れ
、
加
納
駅
か

ら
名
古
屋
に
至
る
支
線
（
尾
張
線
（
現
在
の
東
海

道
線
）
）
で
は
、
「
笠
松
駅
」
が
笠
松
町
東
側
の
木

曽
川
右
岸
側
の
奈
良
津
新
田
（
現
笠
松
競
馬
場
付

近
で
現
笠
松
町
字
奈
良
町
）
に
設
置
さ
れ
、
木
曽

川
橋
梁
が
架
橋
さ
れ
る
予
定
で
し
た
。

　
し
か
し
、
閣
議
で
幹
線
が
東
海
道
路
線
に
決

ま
っ
た
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
六
月
頃
に
は
、

笠
松
経
由
の
ル
ー
ト
が
東
寄
り
の
現
在
の
東
海
道

線
ル
ー
ト
に
、
ま
た
加
納
駅
は
岐
阜
町
寄
り
（
現

名
古
屋
鉄
道
各
務
原
）
線
の
安
良
田
町
踏
切
付

近
）
に
設
置
さ
れ
、
笠
松
駅
に
替
わ
る
駅
を
現
笠

松
町
円
城
寺
付
近
に
設
置
し
て
、
木
曽
川
を
渡
る

路
線
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

二
．
木
曽
川
橋
梁
の

　
　
架
橋
位
置
の
変
更

　
こ
の
ル
ー
ト
変
更
に
つ
い
て
、
明
治
二
十
（
一

八
八
七
）
年
四
月
十
五
日
の
岐
阜
日
日
新
聞
は
、

「
大
垣
・
加
納
間
の
鉄
道
開
通
で
［
人
力
車
よ
り

運
賃
が
安
い
た
め
、
人
力
車
に
乗
る
人
が
減
り
］
、

岐
阜
市
内
の
通
行
人
が
以
前
の
十
分
の
一
に
な
っ

た
」（
［
　
］
内
は
著
者
加
筆
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
笠
松
町
が
架
橋
と
駅
設
置
に
反
対
し
た
通
説
と

八
八
一
）
年
に
帰
国
し
た
Ｔ
．
Ｒ
．
シ
ャ
ー
ビ
ン

ト
ン
に
送
り
、
若
干
の
手
直
し
を
受
け
た
後
に

メ
ー
カ
ー
の
パ
テ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
＆
ア
ク
ス
ル

ト
ゥ
リ
ー
社
が
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
、 

十
九

（
一
八
八
六
）
年
に
製
作
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
一
月
、
日

本
に
着
い
た
第
一
陣
の
揖
斐
川
用
の
ト
ラ
ス
橋
三

連
は
、
利
根
川
橋
梁
工
事
が
優
先
さ
れ
、
私
鉄
・

日
本
鉄
道
に
転
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
揖
斐
川
と
長
良
川
の
各
五
連
の
鉄
橋
架

設
工
事
は
、
当
時
最
長
の
柳
ケ
瀬
ト
ン
ネ
ル
（
一

三
五
二
ｍ
。
現
福
井
県
敦
賀
市
）
掘
削
で
名
を
挙

げ
た
長
谷
川
謹
介
が
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年

一
月
に
着
手
し
て
同
年
十
二
月
に
施
工
し
、
九
連

の
木
曽
川
架
橋
工
事
は
、
柳
ケ
瀬
ト
ン
ネ
ル
長
浜

側
工
事
に
参
画
し
た
足
助
好
生
（
後
の
西
大
助
）

が
、
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
十
月
に
着
手
し

し
て
は
、
新
聞
報
道
の
よ
う
に
、
「
駅
が
で
き
る

と
美
濃
縞
（
綿
ま
た
は
絹
綿
交
織
の
縞
織
物
）
の

集
散
で
生
活
を
し
て
い
る
車
夫
が
失
職
す
る
か

ら
」
と
喧
伝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
笠
松

町
の
隣
の
岐
南
町
史
に
は
、
人
々
が
「
架
橋
に
よ
っ

て
堤
防
が
危
う
く
な
る
」
こ
と
を
危
惧
し
た
た
め

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
笠
松
駅
の
予
定
地
・
奈
良
津
新
田
は
、

旧
木
曽
川
を
現
河
道
に
大
き
く
変
動
さ
せ
た
天
正

十
四
（
一
五
八
六
）
年
の
「
天
正
洪
水
」
で
生
じ

た
作
物
に
適
さ
な
い
野
方
が
開
拓
さ
れ
た
土
地
で

あ
り
、
笠
松
以
西
の
木
曽
川
筋
の
村
々
は
、
そ
れ

以
降
も
度
々
洪
水
被
害
を
受
け
て
き
た
た
め
な
の

で
す
。三

．
木
曽
三
川
の
橋
梁

　
鉄
道
建
設
工
事
は
、
「
日
本
の
鉄
道
の
恩
人
」

と
讃
え
ら
れ
る
Ｒ
．
モ
レ
ル
が
着
任
し
て
本
格
的

に
開
始
し
ま
し
た
。
惜
し
く
も
モ
レ
ル
は
、
来
日

一
年
後
の
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
病
で
亡
く

な
り
ま
し
た
が
、
モ
レ
ル
の
提
案
で
明
治
四
（
一

八
七
一
）
年
九
月
に
発
足
し
た
工
部
省
は
、
明
治

三
（
一
八
七
〇
）
年
か
ら
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）

年
ま
で
に
外
国
人
二
五
六
人
を
雇
い
、
そ
の
内
、

九
十
三
％
（
二
三
八
人
）
は
イ
ギ
リ
ス
人
で
し
た
。

　
木
曽
三
川
の
橋
梁
設
計
と
架
設
工
事
は
、
明
治

十
五
（
一
八
八
二
）
年
に
来
日
し
た
Ｃ
．
Ａ
．
Ｗ
．

ポ
ー
ナ
ル
が
、
主
径
間
に
架
け
る
桁
を
径
間
二
〇

〇f
t

（
正
確
に
は
二
〇
八

f
t

で
六
十
三
・
四
ｍ
）

の
錬
鉄
製
ダ
ブ
ル
ワ
ー
レ
ン
ト
ラ
ス
（
「
Ｗ
」
字

型
の
斜
材
を
上
下
に
し
て
「×

」
字
型
に
交
差
さ

せ
る
）
で
設
計
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
工
場
で
製
作
し

ま
し
た
。

　
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
橋
梁
メ
ー
カ
ー
は
通
常
、

発
注
者
が
行
っ
た
予
備
設
計
（
平
面
図
や
縦
横
断

面
図
、
構
造
物
等
の
一
般
図
）
を
基
に
、
工
事
発

注
に
必
要
な
各
種
断
面
図
等
の
詳
細
設
計
を
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、
ポ
ー
ナ
ル
は
詳
細
設
計
も
自
ら

行
い
、
完
備
し
た
図
面
を
前
任
者
で
明
治
十
四
（
一

て
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
四
月
に
施
工
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
大
垣
・
名
古
屋
間
の
鉄
道
敷
設
工
事
の

最
高
責
任
者
は
飯
田
俊
徳
（
権
大
技
長
）
で
、
慶

応
三
（
一
八
六
七
）
年
に
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
た
後
、

米
国
留
学
後
に
オ
ラ
ン
ダ
の
現
デ
ル
フ
ト
工
科
大

学
で
学
び
、 

明
治
六
（
一
八
七
六
）
年
に
帰
朝
後
、

工
部
省
に
務
め
た
人
物
で
し
た
。

四
．
木
曽
三
川
の
橋
梁
架
設
と

　
　
デ
・
レ
イ
ケ

　
（
一
）
エ
ッ
セ
ル
へ
の
手
紙

　
木
曽
三
川
の
架
橋
工
事
が
完
了
す
る
お
よ
そ
二

年
半
前
、
デ
・
レ
イ
ケ
が
下
流
改
修
計
画
を
命
じ

ら
れ
て
か
ら
ほ
ぼ
一
ヶ
月
後
の
明
治
十
七
（
一
八

八
四
）
年
十
一
月
十
三
日
に
、
エ
ッ
セ
ル
に
以
下

の
よ
う
な
内
容
の
手
紙
を
出
し
て
い
ま
す
。

　
「
私
（
デ
・
レ
イ
ケ
）
は
、
内
務
省
土
木
局
か

ら
の
電
報
で
、
工
部
省
鉄
道
局
が
木
曽
三
川
に
計

画
し
て
い
る
各
鉄
道
架
橋
地
点
で
の
洪
水
の
流
下

能
力
に
つ
い
て
の
調
査
と
報
告
を
依
頼
さ
れ
、
そ

の
報
告
が
届
く
ま
で
、
土
木
局
が
鉄
道
敷
設
工
事

を
中
断
す
る
よ
う
に
鉄
道
局
に
申
し
入
れ
た
こ
と

を
知
っ
た
。

　
そ
こ
で
鉄
道
局
の
飯
田
俊
徳
が
、
私
へ
の
説
明

用
に
神
戸
の
鉄
道
局
か
ら
各
種
の
図
面
を
持
参
し

た
が
、
縮
尺
が
小
さ
い
た
め
に
図
面
か
ら
寸
法
を

測
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
私
は
ポ
ー

ナ
ル
が
現
地
踏
査
せ
ず
に
神
戸
で
設
計
し
て
い
た

こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
私
は
飯
田
に
、
今
後
は
ポ
ー

ナ
ル
と
共
に
現
地
踏
査
し
て
か
ら
寸
法
を
決
め
る

こ
と
を
提
案
し
た
が
、
飯
田
は
別
れ
際
に
握
手
も

せ
ず
怒
っ
て
神
戸
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
」
と
記
し

て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
デ
・
レ
イ
ケ
は
手
紙
で
、
「
そ
の
後
ポ
ー

ナ
ル
は
、
私
が
知
り
た
い
事
柄
を
、 

①
鉄
道
橋
が

占
有
す
る
河
川
の
空
間
、 

②
橋
の
桁
下
高
さ
と
堤

防
天
端
高
さ
と
の
差
、 

③
標
高
の
基
準
高
さ
、
で

あ
ろ
う
と
推
測
し
、
そ
の
回
答
と
し
て
「
鉄
道
橋

の
桁
下
を

H
W

（
高
水
位
）
よ
り
一
八
六
〇
㎜
以

上
（
筆
者
注
：
余
裕
高
に
相
当
し
、
堤
防
高
＝
計

画
高
水
位
＋
余
裕
高
）
と
し
、
そ
し
て
洪
水
時
の

堤
防
高
さ
以
上
に
計
画
し
て
い
る
」
と
伝
え
て
き

て
い
る
が
、
私
は
木
曽
三
川
の
洪
水
時
の
堤
防
高

さ
の
現
在
、
ま
た
は
将
来
の
計
画
高
水
位
に
つ
い

て
、
い
か
な
る
意
見
も
述
べ
る
準
備
が
で
き
て
い

な
い
」
と
、
ま
だ
そ
の
時
点
で
は
、
木
曽
三
川
の

計
画
高
水
流
量
が
未
定
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い

ま
す
。

　
つ
ま
り
、
明
治
改
修
に
際
し
て
の
計
画
高
水
流

量
は
、
こ
の
手
紙
の
翌
年
に
発
生
す
る
明
治
十
八

（
一
八
八
五
）
年
六
月
の
洪
水
痕
跡
と
、
さ
ら
に

三
年
前
の
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
五
月
と
四
ヶ

月
前
の
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
七
月
の
洪
水

痕
跡
を
参
考
に
決
定
（K

IS
S

O
1

1
5

号
六
ペ
ー

ジ
参
照
。
）
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
（
二
）
さ
ら
な
る
エ
ッ
セ
ル
へ
の
手
紙

　
前
回
の
手
紙
か
ら
十
日
後
の
十
一
月
二
十
三
日

の
手
紙
で
、
大
垣
に
滞
在
し
て
い
る
デ
・
レ
イ
ケ

は
、
飯
田
と
ポ
ー
ナ
ル
も
大
垣
に
滞
在
し
て
い
る

こ
と
を
記
し
、
ポ
ー
ナ
ル
を
「
精
神
の
し
っ
か
り

し
た
技
術
者
で
、
知
り
合
い
に
な
っ
て
嬉
し
く

な
っ
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　
な
お
こ
の
手
紙
で
デ
・
レ
イ
ケ
は
、
「
木
曽
川

改
修
の
実
施
計
画
の
立
案
が
五
名
の
助
手
に
よ
っ

て
始
ま
っ
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

五
．
揖
斐
・
長
良
・
木
曽
川
の

　
　
橋
台
と
橋
脚

　
橋
台
と
橋
脚
の
設
置
は
、
揖
斐
川
橋
梁
と
木
曽

川
橋
梁
は
井
筒
工
法
で
、
長
良
川
橋
梁
は
鋳
鉄
製

柱
の
内
部
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
充
填
し
て
行
わ
れ

ま
し
た
。

　
（
一
）
揖
斐
川
橋
梁

　
揖
斐
川
で
の
架
橋
地
点
は
川
底
の
地
盤
が
軟
弱

な
た
め
、
橋
台
と
橋
脚
は
直
径
約
三
・
七
ｍ
の
円

線路着工

東海道線の建設経過

大垣 ⇔ 加納

揖斐川・長良川橋梁

明治 17 年 6 月（1884）

明治 19 年 1 月（1886）

明治 20 年 1 月（1887）

明治 19 年（1886）

木曽川橋梁

明治 18 年 9 月（1885）

明治 18 年（1885）

～ ～

明治 20 年 4 月

4 月

（1887）

明治 20 年（1887）

加納 ⇔ 名古屋

加納 ⇔ 木曽川間（7.6km）

（13.9km）

架橋期間

開 業

あ
　

ら
　

た
　
ま
ち

み
　
の
　
じ
ま

て
ん
し
ょ
う

の
　
が
た

き
ん
す
け

と
し

の
り

け
い

お
う

い
　
づ
つ

当初計画と実際の東海道線

〈出典：東海地方の鉄道敷設史改訂版〉

　鉄道が開通して通行人が1/10

に減少したと述べている明治20

（1887)年４月15日の岐阜日日新

聞記事
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明
治
の
時
代
を
迎
え
、
文
明
開
化
の
名
の
下
に
多
く

の
西
洋
の
文
明
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
木
曽
三
川
の
明

治
改
修
工
事
は
、
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
に
始
ま
り

ま
し
た
が
、
鉄
道
は
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
十
一
月
、

明
治
政
府
が
東
京
・
京
都
間
を
結
ぶ
幹
線
の
建
設
を
決

定
し
た
も
の
の
、
そ
の
路
線
は
未
定
で
し
た
。

　
鉄
道
が
川
越
え
を
す
る
に
は
、
鉄
橋
が
必
要
で
す
。

洪
水
に
対
し
て
安
全
に
す
る
に
は
、
長
く
て
高
い
橋
に

す
べ
き
で
す
が
、
工
事
費
は
高
額
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
現
在
で
も
河
川
管
理
者
と
橋
梁
設
置
者

の
協
議
は
大
変
で
あ
り
、
明
治
改
修
で
も
ト
ラ
ブ
ル
に

な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
本
章
で
は
、
鉄
道
敷
設
に
伴
っ
て
発
生
し
た
工
部
省

鉄
道
局
と
内
務
省
土
木
局
の
デ
・
レ
イ
ケ
と
の
論
争
や
、

架
橋
に
関
す
る
地
元
住
民
の
不
安
に
つ
い
て
触
れ
て
み

ま
す
。

地域と河川　第十一編

堤防計画と東海道線敷設
－明治改修計画図に見る その４－

一
．
大
垣
以
東
の

　
　
幹
線
路
線

　
明
治
以
前
、
江
戸
と
京
都

を
連
絡
す
る
交
通
路
は
、
東

海
道
と
中
山
道
の
二
ル
ー
ト

が
あ
り
ま
し
た
。
鉄
道
幹
線

の
路
線
も
上
記
の
二
ル
ー
ト

が
検
討
さ
れ
、
山
岳
地
域
の

開
発
と
敵
国
か
ら
の
進
攻
に
安
全
で
あ
る
と
の
軍

事
的
理
由
よ
り
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
十

月
に
中
山
道
路
線
が
幹
線
に
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
鉄
道
局
は
中
山
道
路
線
で
の
工
事
の

長
期
化
や
経
費
増
加
を
危
惧
し
、
明
治
十
九
（
一

八
八
六
）
年
六
月
の
閣
議
で
、
中
山
道
路
線
か
ら

東
海
道
路
線
へ
の
変
更
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
五
月
に
、
関
ヶ
原
・

大
垣
間
が
中
山
道
ル
ー
ト
の
一
部
と
し
て
開
業
す

る
と
、
同
月
に
直
ち
に
次
の
大
垣
・
加
納
（
現
岐

阜
）
間
の
測
量
が
着
手
さ
れ
、
翌
明
治
十
八
（
一

八
八
五
）
年
一
月
に
は
支
線
（
尾
張
線
）
に
位
置

付
け
ら
れ
た
加
納
・
名
古
屋
間
の
測
量
を
開
始
し

ま
し
た
。

　
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
来
日
し
た
イ
ギ
リ

ス
人
Ｅ
．
モ
レ
ル
の
後
任
Ｒ
．
ボ
イ
ル
が
、
明
治

九
（
一
八
七
六
）
年
に
提
出
し
た
上
告
書
で
は
、

加
納
駅
（
現
岐
阜
）
の
位
置
は
中
山
道
筋
に
連
絡

が
便
利
な
加
納
町
寄
り
に
計
画
さ
れ
、
加
納
駅
か

ら
名
古
屋
に
至
る
支
線
（
尾
張
線
（
現
在
の
東
海

道
線
）
）
で
は
、
「
笠
松
駅
」
が
笠
松
町
東
側
の
木

曽
川
右
岸
側
の
奈
良
津
新
田
（
現
笠
松
競
馬
場
付

近
で
現
笠
松
町
字
奈
良
町
）
に
設
置
さ
れ
、
木
曽

川
橋
梁
が
架
橋
さ
れ
る
予
定
で
し
た
。

　
し
か
し
、
閣
議
で
幹
線
が
東
海
道
路
線
に
決

ま
っ
た
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
六
月
頃
に
は
、

笠
松
経
由
の
ル
ー
ト
が
東
寄
り
の
現
在
の
東
海
道

線
ル
ー
ト
に
、
ま
た
加
納
駅
は
岐
阜
町
寄
り
（
現

名
古
屋
鉄
道
各
務
原
）
線
の
安
良
田
町
踏
切
付

近
）
に
設
置
さ
れ
、
笠
松
駅
に
替
わ
る
駅
を
現
笠

松
町
円
城
寺
付
近
に
設
置
し
て
、
木
曽
川
を
渡
る

路
線
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

二
．
木
曽
川
橋
梁
の

　
　
架
橋
位
置
の
変
更

　
こ
の
ル
ー
ト
変
更
に
つ
い
て
、
明
治
二
十
（
一

八
八
七
）
年
四
月
十
五
日
の
岐
阜
日
日
新
聞
は
、

「
大
垣
・
加
納
間
の
鉄
道
開
通
で
［
人
力
車
よ
り

運
賃
が
安
い
た
め
、
人
力
車
に
乗
る
人
が
減
り
］
、

岐
阜
市
内
の
通
行
人
が
以
前
の
十
分
の
一
に
な
っ

た
」（
［
　
］
内
は
著
者
加
筆
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
笠
松
町
が
架
橋
と
駅
設
置
に
反
対
し
た
通
説
と

八
八
一
）
年
に
帰
国
し
た
Ｔ
．
Ｒ
．
シ
ャ
ー
ビ
ン

ト
ン
に
送
り
、
若
干
の
手
直
し
を
受
け
た
後
に

メ
ー
カ
ー
の
パ
テ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
＆
ア
ク
ス
ル

ト
ゥ
リ
ー
社
が
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
、 

十
九

（
一
八
八
六
）
年
に
製
作
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
一
月
、
日

本
に
着
い
た
第
一
陣
の
揖
斐
川
用
の
ト
ラ
ス
橋
三

連
は
、
利
根
川
橋
梁
工
事
が
優
先
さ
れ
、
私
鉄
・

日
本
鉄
道
に
転
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
揖
斐
川
と
長
良
川
の
各
五
連
の
鉄
橋
架

設
工
事
は
、
当
時
最
長
の
柳
ケ
瀬
ト
ン
ネ
ル
（
一

三
五
二
ｍ
。
現
福
井
県
敦
賀
市
）
掘
削
で
名
を
挙

げ
た
長
谷
川
謹
介
が
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年

一
月
に
着
手
し
て
同
年
十
二
月
に
施
工
し
、
九
連

の
木
曽
川
架
橋
工
事
は
、
柳
ケ
瀬
ト
ン
ネ
ル
長
浜

側
工
事
に
参
画
し
た
足
助
好
生
（
後
の
西
大
助
）

が
、
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
十
月
に
着
手
し

し
て
は
、
新
聞
報
道
の
よ
う
に
、
「
駅
が
で
き
る

と
美
濃
縞
（
綿
ま
た
は
絹
綿
交
織
の
縞
織
物
）
の

集
散
で
生
活
を
し
て
い
る
車
夫
が
失
職
す
る
か

ら
」
と
喧
伝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
笠
松

町
の
隣
の
岐
南
町
史
に
は
、
人
々
が
「
架
橋
に
よ
っ

て
堤
防
が
危
う
く
な
る
」
こ
と
を
危
惧
し
た
た
め

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
笠
松
駅
の
予
定
地
・
奈
良
津
新
田
は
、

旧
木
曽
川
を
現
河
道
に
大
き
く
変
動
さ
せ
た
天
正

十
四
（
一
五
八
六
）
年
の
「
天
正
洪
水
」
で
生
じ

た
作
物
に
適
さ
な
い
野
方
が
開
拓
さ
れ
た
土
地
で

あ
り
、
笠
松
以
西
の
木
曽
川
筋
の
村
々
は
、
そ
れ

以
降
も
度
々
洪
水
被
害
を
受
け
て
き
た
た
め
な
の

で
す
。三

．
木
曽
三
川
の
橋
梁

　
鉄
道
建
設
工
事
は
、
「
日
本
の
鉄
道
の
恩
人
」

と
讃
え
ら
れ
る
Ｒ
．
モ
レ
ル
が
着
任
し
て
本
格
的

に
開
始
し
ま
し
た
。
惜
し
く
も
モ
レ
ル
は
、
来
日

一
年
後
の
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
病
で
亡
く

な
り
ま
し
た
が
、
モ
レ
ル
の
提
案
で
明
治
四
（
一

八
七
一
）
年
九
月
に
発
足
し
た
工
部
省
は
、
明
治

三
（
一
八
七
〇
）
年
か
ら
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）

年
ま
で
に
外
国
人
二
五
六
人
を
雇
い
、
そ
の
内
、

九
十
三
％
（
二
三
八
人
）
は
イ
ギ
リ
ス
人
で
し
た
。

　
木
曽
三
川
の
橋
梁
設
計
と
架
設
工
事
は
、
明
治

十
五
（
一
八
八
二
）
年
に
来
日
し
た
Ｃ
．
Ａ
．
Ｗ
．

ポ
ー
ナ
ル
が
、
主
径
間
に
架
け
る
桁
を
径
間
二
〇

〇f
t

（
正
確
に
は
二
〇
八

f
t

で
六
十
三
・
四
ｍ
）

の
錬
鉄
製
ダ
ブ
ル
ワ
ー
レ
ン
ト
ラ
ス
（
「
Ｗ
」
字

型
の
斜
材
を
上
下
に
し
て
「×

」
字
型
に
交
差
さ

せ
る
）
で
設
計
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
工
場
で
製
作
し

ま
し
た
。

　
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
橋
梁
メ
ー
カ
ー
は
通
常
、

発
注
者
が
行
っ
た
予
備
設
計
（
平
面
図
や
縦
横
断

面
図
、
構
造
物
等
の
一
般
図
）
を
基
に
、
工
事
発

注
に
必
要
な
各
種
断
面
図
等
の
詳
細
設
計
を
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、
ポ
ー
ナ
ル
は
詳
細
設
計
も
自
ら

行
い
、
完
備
し
た
図
面
を
前
任
者
で
明
治
十
四
（
一

て
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
四
月
に
施
工
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
大
垣
・
名
古
屋
間
の
鉄
道
敷
設
工
事
の

最
高
責
任
者
は
飯
田
俊
徳
（
権
大
技
長
）
で
、
慶

応
三
（
一
八
六
七
）
年
に
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
た
後
、

米
国
留
学
後
に
オ
ラ
ン
ダ
の
現
デ
ル
フ
ト
工
科
大

学
で
学
び
、 

明
治
六
（
一
八
七
六
）
年
に
帰
朝
後
、

工
部
省
に
務
め
た
人
物
で
し
た
。

四
．
木
曽
三
川
の
橋
梁
架
設
と

　
　
デ
・
レ
イ
ケ

　
（
一
）
エ
ッ
セ
ル
へ
の
手
紙

　
木
曽
三
川
の
架
橋
工
事
が
完
了
す
る
お
よ
そ
二

年
半
前
、
デ
・
レ
イ
ケ
が
下
流
改
修
計
画
を
命
じ

ら
れ
て
か
ら
ほ
ぼ
一
ヶ
月
後
の
明
治
十
七
（
一
八

八
四
）
年
十
一
月
十
三
日
に
、
エ
ッ
セ
ル
に
以
下

の
よ
う
な
内
容
の
手
紙
を
出
し
て
い
ま
す
。

　
「
私
（
デ
・
レ
イ
ケ
）
は
、
内
務
省
土
木
局
か

ら
の
電
報
で
、
工
部
省
鉄
道
局
が
木
曽
三
川
に
計

画
し
て
い
る
各
鉄
道
架
橋
地
点
で
の
洪
水
の
流
下

能
力
に
つ
い
て
の
調
査
と
報
告
を
依
頼
さ
れ
、
そ

の
報
告
が
届
く
ま
で
、
土
木
局
が
鉄
道
敷
設
工
事

を
中
断
す
る
よ
う
に
鉄
道
局
に
申
し
入
れ
た
こ
と

を
知
っ
た
。

　
そ
こ
で
鉄
道
局
の
飯
田
俊
徳
が
、
私
へ
の
説
明

用
に
神
戸
の
鉄
道
局
か
ら
各
種
の
図
面
を
持
参
し

た
が
、
縮
尺
が
小
さ
い
た
め
に
図
面
か
ら
寸
法
を

測
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
私
は
ポ
ー

ナ
ル
が
現
地
踏
査
せ
ず
に
神
戸
で
設
計
し
て
い
た

こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
私
は
飯
田
に
、
今
後
は
ポ
ー

ナ
ル
と
共
に
現
地
踏
査
し
て
か
ら
寸
法
を
決
め
る

こ
と
を
提
案
し
た
が
、
飯
田
は
別
れ
際
に
握
手
も

せ
ず
怒
っ
て
神
戸
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
」
と
記
し

て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
デ
・
レ
イ
ケ
は
手
紙
で
、
「
そ
の
後
ポ
ー

ナ
ル
は
、
私
が
知
り
た
い
事
柄
を
、 

①
鉄
道
橋
が

占
有
す
る
河
川
の
空
間
、 
②
橋
の
桁
下
高
さ
と
堤

防
天
端
高
さ
と
の
差
、 

③
標
高
の
基
準
高
さ
、
で

あ
ろ
う
と
推
測
し
、
そ
の
回
答
と
し
て
「
鉄
道
橋

の
桁
下
を

H
W

（
高
水
位
）
よ
り
一
八
六
〇
㎜
以

上
（
筆
者
注
：
余
裕
高
に
相
当
し
、
堤
防
高
＝
計

画
高
水
位
＋
余
裕
高
）
と
し
、
そ
し
て
洪
水
時
の

堤
防
高
さ
以
上
に
計
画
し
て
い
る
」
と
伝
え
て
き

て
い
る
が
、
私
は
木
曽
三
川
の
洪
水
時
の
堤
防
高

さ
の
現
在
、
ま
た
は
将
来
の
計
画
高
水
位
に
つ
い

て
、
い
か
な
る
意
見
も
述
べ
る
準
備
が
で
き
て
い

な
い
」
と
、
ま
だ
そ
の
時
点
で
は
、
木
曽
三
川
の

計
画
高
水
流
量
が
未
定
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い

ま
す
。

　
つ
ま
り
、
明
治
改
修
に
際
し
て
の
計
画
高
水
流

量
は
、
こ
の
手
紙
の
翌
年
に
発
生
す
る
明
治
十
八

（
一
八
八
五
）
年
六
月
の
洪
水
痕
跡
と
、
さ
ら
に

三
年
前
の
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
五
月
と
四
ヶ

月
前
の
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
七
月
の
洪
水

痕
跡
を
参
考
に
決
定
（K

IS
S

O
1

1
5

号
六
ペ
ー

ジ
参
照
。
）
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
（
二
）
さ
ら
な
る
エ
ッ
セ
ル
へ
の
手
紙

　
前
回
の
手
紙
か
ら
十
日
後
の
十
一
月
二
十
三
日

の
手
紙
で
、
大
垣
に
滞
在
し
て
い
る
デ
・
レ
イ
ケ

は
、
飯
田
と
ポ
ー
ナ
ル
も
大
垣
に
滞
在
し
て
い
る

こ
と
を
記
し
、
ポ
ー
ナ
ル
を
「
精
神
の
し
っ
か
り

し
た
技
術
者
で
、
知
り
合
い
に
な
っ
て
嬉
し
く

な
っ
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　
な
お
こ
の
手
紙
で
デ
・
レ
イ
ケ
は
、
「
木
曽
川

改
修
の
実
施
計
画
の
立
案
が
五
名
の
助
手
に
よ
っ

て
始
ま
っ
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

五
．
揖
斐
・
長
良
・
木
曽
川
の

　
　
橋
台
と
橋
脚

　
橋
台
と
橋
脚
の
設
置
は
、
揖
斐
川
橋
梁
と
木
曽

川
橋
梁
は
井
筒
工
法
で
、
長
良
川
橋
梁
は
鋳
鉄
製

柱
の
内
部
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
充
填
し
て
行
わ
れ

ま
し
た
。

　
（
一
）
揖
斐
川
橋
梁

　
揖
斐
川
で
の
架
橋
地
点
は
川
底
の
地
盤
が
軟
弱

な
た
め
、
橋
台
と
橋
脚
は
直
径
約
三
・
七
ｍ
の
円

線路着工

東海道線の建設経過

大垣 ⇔ 加納

揖斐川・長良川橋梁

明治 17 年 6 月（1884）

明治 19 年 1 月（1886）

明治 20 年 1 月（1887）

明治 19 年（1886）

木曽川橋梁

明治 18 年 9 月（1885）

明治 18 年（1885）

～ ～

明治 20 年 4 月

4 月

（1887）

明治 20 年（1887）

加納 ⇔ 名古屋

加納 ⇔ 木曽川間（7.6km）

（13.9km）

架橋期間

開 業

あ
　

ら
　

た
　
ま
ち

み
　
の
　
じ
ま

て
ん
し
ょ
う

の
　
が
た

き
ん
す
け

と
し

の
り

け
い

お
う

い
　
づ
つ

当初計画と実際の東海道線

〈出典：東海地方の鉄道敷設史改訂版〉

　鉄道が開通して通行人が1/10

に減少したと述べている明治20

（1887)年４月15日の岐阜日日新

聞記事

歴史記録歴史記録
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■
参
考
資
料

　
『
岐
南
町
史
　
通
史
編
』
　昭

和
五
十
九
年
　
岐
南
町

　
『
デ
・
レ
イ
ケ
の
書
簡
集
Ⅰ
　
第
一
信
～
第
三
十
三
信
』

上
林
好
之
　
木
曽
川
文
庫
蔵

　
『
笠
松
町
史
　
下
巻
』
　

昭
和
三
十
二
年
　
笠
松
町
史
編
纂
委
員
会

　
『
岐
南
町
史
　
史
料
編
』
　昭

和
五
十
九
年
　
岐
南
町

形
井
筒
二
基
を
河
床
下
約
二
十
一
ｍ
に
根
入
れ

し
、
井
筒
間
を
レ
ン
ガ
で
ア
ー
チ
を
架
け
、
上
部

を
レ
ン
ガ
で
構
築
し
て
い
ま
す
。

　
「
井
筒
」
と
は
地
面
上
に
木
や
石
で
造
っ
た
井

戸
の
囲
い
の
こ
と
で
、
「
井
筒
工
法
」
と
は
、
内

部
が
空
洞
で
底
部
が
開
い
て
い
る
筒
状
の
構
造
物

を
河
中
に
構
築
し
、
川
底
に
接
し
て
い
る
部
分
を

掘
削
し
て
荷
重
を
加
え
て
井
筒
を
所
定
の
深
さ
ま

で
沈
下
さ
せ
、
そ
の
後
、
空
洞
部
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
打
設
す
る
工
法
で
す
。

　
（
二
）
長
良
川
橋
梁

　
長
良
川
で
の
架
橋
地
点
は
、
川
底
の
地
質
が
良

好
で
あ
っ
た
た
め
、
橋
台
と
橋
脚
の
基
礎
は
鋳
鉄

製
柱
を
用
い
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
橋
台
は
、
直
径
約
一
ｍ
の
鋳
鉄
製
柱
二

本
を
、
一
方
橋
脚
は
、
一
〇
〇f

t

桁
（
四
連
）
に

は
直
径
約
七
十
六
㎝
の
柱
四
本
を
、
二
〇
〇f

t

桁

行
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
翌
同
十
八
（
一
八
八
五
）
年
九
月
、
岐

阜
県
令
小
崎
利
準
は
、
土
功
会
結
成
に
参
加
し
な

か
っ
た
八
ヶ
村
を
加
え
た
全
四
十
六
ヶ
村
が
、
木

曽
川
鉄
橋
架
設
に
よ
っ
て
水
害
を
被
ら
な
い
よ
う

に
配
慮
し
た
工
事
を
要
望
す
る
『
告
願
書
』
と
共

に
、
寛
政
十
（
一
七
九
八
）
年
～
慶
応
元
（
一
八

六
五
）
年
ま
で
の
五
回
の
出
水
と
破
堤
の
経
緯
や

住
民
の
苦
労
を
記
載
し
た
『
参
考
書
』
を
、
工
部

卿
佐
々
木
高
行
に
提
出
し
て
い
ま
す
。

　
架
橋
工
事
期
間
は
、
揖
斐
・
長
良
川
橋
梁
の
場
合

は
ほ
ぼ
一
年
間
で

完
了
し
て
い
ま
す

が
、
木

曽

川

の

場

合
は
明
治
十
八
（
一

八

八

三
）
年

十

月

か
ら
一
年
六
ヶ
月

を
費
や
し
て
い
ま

す
。

　
工

事

期

間

の

こ

の

長

さ

は
、
明

治

十
七
（
一
八
八
四
）

年
か
ら
行
わ
れ
た

堤
防
補
強
工
事
に
よ
る
影
響
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

七
．
お
わ
り
に

　
木
曽
三
川
明
治
改
修
工
事
が
着
工
さ
れ
る
明
治

二
十
（
一
八
八
七
）
年
の
直
前
、
現
東
海
道
線
の

敷
設
工
事
に
伴
っ
て
木
曽
三
川
の
三
大
河
に
ト
ラ

ス
橋
が
架
橋
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
架
橋
に
際
し
て
、
デ
・
レ
イ
ケ
と
ポ
ー

ナ
ル
ら
は
、
現
地
で
熱
い
議
論
を
交
わ
し
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
地
域
の
人
々
が
、
「
計
画
高
水
流
量
」

や
「
堤
防
の
余
裕
高
」
の
概
念
を
正
確
に
理
解
し

て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
「
鉄

橋
に
よ
っ
て
流
下
を
阻
止
さ
れ
た
流
水
が
堤
防
を

越
流
し
て
破
堤
に
至
る
」
と
危
惧
し
た
の
も
、
当

時
と
し
て
は
致
し
方
な
か
っ
た
の
で
は
、
と
思
わ

れ
ま
す
。

　
な
お
、
『
岐
南
町
史
』
は
笠
松
町
付
近
に
駅
と

橋
が
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
、
「
東
海

道
線
が
笠
松
町
地
内
を
縦
貫
し
て
お
れ
ば
、
笠
松

町
も
さ
ら
に
発
展
し
た
と
思
わ
れ
る
」
と
記
し
て

い
ま
す
。

（
五
連
）
に
は
柱
五
本
を
平
均
九
ｍ
の
深
さ
で
の

硬
質
な
支
持
層
ま
で
到
達
さ
せ
、
柱
内
部
の
空
間

を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
充
填
し
た
も
の
で
す
。

　
（
三
）
木
曽
川
橋
梁

　
木
曽
川
の
架
橋
地
点
で
は
、
軟
弱
な
粘
土
と
砂

層
が
交
互
し
た
地
盤
で
あ
り
、
橋
台
と
橋
脚
と

も
、
揖
斐
川
の
場
合
と
同
様
に
円
形
井
筒
工
法
で

建
設
し
て
お
り
、
根
入
れ
深
さ
は
約
十
五
ｍ
と
し

て
い
ま
す
。

六
．
連
合
水
利
土
功
会
の
結
成

　
と
こ
ろ
で
、
木
曽
川
橋
梁
の
架
橋
位
置
の
変
更

に
伴
い
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
五
月
の
洪
水

で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
現
各
務
原
市
前
渡
～
現

笠
松
町
円
城
寺
の
木
曽
川
右
岸
四
十
六
ヶ
村
の

内
、
三
十
八
ヶ
村
が
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年

に
連
合
水
利
土
功
会
を
結
成
し
ま
し
た
。

　
こ
の
土
功
会
は
、
地
域
か
ら
の
徴
収
分
と
県
費

補
助
で
、
明
治
十
五
年
度
に
は
堤
防
補
強
工
事
と

そ
の
他
の
緊
急
工
事
を
行
い
、
明
治
十
七
（
一
八

八
四
）
年
か
ら
は
鉄
道
橋
に
よ
っ
て
木
曽
川
の
流

水
が
阻
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
堤
防
補
強
工
事
を

年度

連合水利土功会の年度予算
　　　〈出典：「笠松町史下巻」より作成〉

15

16

17

18

19

18 , 915

12 , 974

8 , 345

8 , 925

1 , 771

予算 （円）

ま
え

ど

こ
　
さ
き

と
し

な
り

か
ん

せ
い

井筒工法による木曽川鉄橋の橋脚

 < 出典：濃尾地震文献目録 >

アーチ上部の煉瓦部分が昭和 40 年代以降に補強のためにコンクリート

で巻き立てられた揖斐川橋梁の橋脚

５本の鋳鉄製柱が支える長良川鉄橋

<出典：濃尾地震写真資料集 >
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今
か
ら
八
〇
〇
年
前
の
承
久
三
（
一
二
二
一
）
年
に
、

そ
の
後
の
日
本
の
歴
史
を
変
え
る
よ
う
な
大
事
件
が
起

き
ま
し
た
。「
承
久
の
乱
」
で
す
。
そ
の
緒
戦
の
舞
台
と

な
っ
た
の
が
美
濃
と
尾
張
に
ま
た
が
る
木
曽
川
流
域

で
、 

兵
力
に
勝
る
鎌
倉
方
（
幕
府
軍
）
が
京
方
（
朝
廷
軍
）

に
大
勝
し
、
京
に
向
か
っ
て
進
軍
し
て
い
き
ま
す
。

　
承
久
の
乱
を
描
い
た
軍
記
物
語
で
あ
る
『
承
久
記
』

の
「
慈
光
寺
本
」
に
は
、
こ
の
木
曽
川
合
戦
の
中
で
京

方
の
防
衛
拠
点
と
し
て
「
阿
井
渡
」
が
一
度
だ
け
登
場

し
ま
す
。
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
「
阿
井
渡
」
の
所
在
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
．
承
久
の
乱
の

　
　
木
曽
川
合
戦
に
つ
い
て

　
建
保
七
（
一
二
一
九
）
年
一
月
に
朝
廷
と
の
協
調

路
線
を
取
っ
て
い
た
鎌
倉
幕
府
三
代
将
軍
実
朝
が
暗

殺
さ
れ
、
そ
の
後
継
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
か
ら
朝
・

幕
両
者
の
緊
張
が
高
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
承
久
三

（
一
二
二
一
）
年
五
月
、
後
鳥
羽
上
皇
に
よ
る
幕
府

執
権
北
条
義
時
追
討
の
挙
兵
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま

す
。
「
承
久
の
乱
」
の
始
ま
り
で
す
。

　
京
方
の
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
、
有
名
な
北
条
政

子
の
演
説
な
ど
に
よ
り
、
団
結
し
た
鎌
倉
方
は
東
海
・

東
山
・
北
陸
の
三
道
か
ら
京
に
向
か
っ
て
進
軍
を
開

始
し
ま
す
。
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
東
海
道
軍
は

北
条
時
房
・
泰
時
等
を
大
将
軍
に
十
万
余
騎
、
東
山

道
軍
は
武
田
信
光
、
小
笠
原
長
清
等
を
大
将
軍
に
五

万
余
騎
、
北
陸
道
は
北
条
朝
時
、
結
城
朝
広
等
を
大

将
軍
に
四
万
余
騎
、
合
わ
せ
て
十
九
万
余
騎
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
一
方
、
京
方
も
鎌
倉
方
に
対
抗
す
る
た
め
、
東
海
・

東
山
・
北
陸
の
三
道
に
、
藤
原
秀
康
・
秀
澄
、
三
浦

―慈光寺本『承久記』に登場する「阿井渡」の所在について―

承久の乱と木曽川
可児市文化スポーツ部文化財課長　川合　俊

胤
義
、
佐
々
木
広
綱
、
大
内
惟
信
等
の
諸
将
を
派
遣

し
ま
す
が
、
兵
力
は
鎌
倉
方
の
十
分
の
一
程
度
の
一

万
九
千
余
騎
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
京
方
が
鎌
倉
方
を
迎
え
撃
つ
た
め
の
最
初
の

防
衛
ラ
イ
ン
と
し
た
の
が
美
濃
・
尾
張
の
国
境
に
ま

た
が
る
木
曽
川
で
し
た
。
京
方
が
防
衛
地
点
と
し
た

場
所
は
、
典
拠
資
料
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

を
整
理
し
た
も
の
が
表
１
に
な
り
ま
す
。
こ
の
表
に

あ
る
「
大
井
戸
」
は
現
在
の
可
児
市
土
田
、「
売
間
瀬
」

は
各
務
原
市
の
鵜
沼
、 「
伊
義
」
は
各
務
原
市
の
伊

木
、
「
大
豆
戸
」
は
現
在
の
各
務
原
市
の
前
渡
を
指

す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
中
で

「
洲
俣
（
墨
俣
）
」
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
天
正
十
四
（
一

五
八
六
）
年
の
大
洪
水
ま
で
は
木
曽
川
の
本
流
が
今

と
異
な
り
、
現
在
の
境
川
あ
た
り
を
流
れ
て
い
た
こ

と
に
よ
り
ま
す
（
図
１
）
。

　
「
慈
光
寺
本
」
で
は
、
こ
の
京
方
の
配
置
の
状
況

を
「
山
道
・
海
道
一
万
二
千
騎
ヲ
十
二
ノ
木
戸
ヘ
散

洲

俣
　

上

瀬

食

渡

大
豆
戸

伊
義
渡

火
御
子

板

橋

売
間
瀬

大
井
戸

阿
井
渡

慈
光
寺
本

市
河
前

墨

俣

稗

島

食
ノ
渡

大
豆
途

気

瀬
　

板

橋

鵜
沼
ノ
渡

大
炊
ノ
渡

慶
長
古
活
字
本

市

脇

洲

俣

食

渡

摩
免
戸

池

瀬

板

橋

鵜
沼
渡

大
井
戸
渡

吾
妻
鏡

じょう

じ こう ぼん あ い の わたしじ

きゅう

け
ん
ぽ
う

さ
ね
と
も

あ

づ
ま
か
が
み

な
が
き
よ

と
も
と
き

と
も
ひ
ろ

ひ
で
す
み

た
ね
よ
し

こ
れ
の
ぶ

ど

た

い

ぎ

ま
え

ど

す
の

て
ん
し
ょ
う

ま
た

表１　木曽川合戦における京方の防衛拠点

慈光寺承久記（安藤新助写（［明治］写））

〈出典：国立博物館所蔵品統合検索システム

（https://webarchives.tnm.jp/dlib/detail/2612;jsessionid=0E1CA2B807C23FD

         079F17CD7351B9446）

資料名：QA-1115　画像番号：DIGITAL-LO207327〉

図１　木曽川合戦の戦略図

研究資料研究資料
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史
」
６
）

関
幸
彦
　
　
二
〇
一
二
年

『
承
久
の
乱
』
　
　
　
　
坂
井
孝
一
　
二
〇
一
八
年

『
承
久
の
乱
』
　
　
　
　
本
郷
和
人
　
二
〇
一
八
年

『
保
元
物
語
　
平
治
物
語
　
承
久
記
』

岩
波
書
店
　
一
九
九
二
年

『
蜂
屋
の
歴
史
』
　
　
　
神
保
朔
郎
　
一
九
七
八
年

『
岐
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史
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史
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史
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史
編
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六
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史
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年
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年

『
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児
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史
』
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史
編
　
　
　
　
　
　
一
九
八
〇
年

『
美
濃
加
茂
市
史
』
史
料
編
　
　
　
　
一
九
七
八
年

『
美
濃
加
茂
市
史
』
通
史
編
　
　
　
　
一
九
八
〇
年

ス
事
コ
ソ
哀
レ
ナ
レ
」
と
評
し
て
お
り
、
鎌
倉
方
の

大
軍
を
相
手
に
少
な
い
軍
勢
を
分
散
し
て
防
御
に
当

た
る
と
い
う
京
方
の
戦
略
ミ
ス
を
痛
烈
に
批
判
し
て

い
ま
す
。

　
木
曽
川
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
は
、
六
月
五
日
夜
の
鎌

倉
方
の
東
山
道
軍
に
よ
る
大
井
戸
・
河
合
渡
（
現
可

児
市
）
の
渡
河
戦
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　
大
井
戸
渡
を
守
る
の
は
源
氏
の
一
族
で
、
美
濃
な

ど
数
か
国
の
守
護
で
あ
り
、
有
力
な
在
京
御
家
人
で

あ
る
東
山
道
軍
の
大
内
惟
信
で
す
。
大
内
惟
信
は
わ

ず
か
の
軍
勢
で
鎌
倉
方
の
大
軍
を
相
手
に
奮
戦
し
ま

す
が
、 

子
の
惟
忠
が
討
た
れ
、
敗
走
し
ま
す
。
そ
の

後
、
戦
線
は
そ
の
下
流
に
移
っ
て
い
き
、
尾
張
の
山

田
重
忠
（
「
慈
光
寺
本
」
で
は
重
貞
）
な
ど
の
京
方

の
武
士
の
奮
戦
は
あ
り
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
鎌

倉
方
の
圧
勝
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
北
陸
道
の
京
方
も
越
中
と
加
賀
の
境
の
砺
波

山
で
鎌
倉
方
の
北
陸
道
軍
と
の
戦
い
に
も
敗
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
京
方
は
宇
治
・
勢
多
方
面
で
最
後
の

決
戦
に
臨
み
ま
す
が
、
そ
こ
で
も
敗
北
し
、
鎌
倉
方

に
京
を
占
領
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
．
「
慈
光
寺
本
」
に
登
場
す
る

　
　
「
阿
井
渡
」

　
こ
の
承
久
の
乱
に
関
す
る
基
本
的
な
資
料
と
し
て

は
、
編
纂
物
で
あ
る
「
吾
妻
鏡
」
や
軍
記
物
語
の
『
承

久
記
』
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
『
吾
妻
鏡
』
は
鎌
倉
幕
府
が
編
纂
し
た
歴
史
書
で
、

執
権
北
条
氏
の
嫡
流
で
あ
る
得
宗
家
が
絶
大
的
な
権

力
を
握
っ
て
い
た
（
得
宗
専
制
）
十
三
世
紀
末
ご
ろ

に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
史
料
の
性

格
上
、
北
条
氏
を
擁
護
・
顕
彰
す
る
傾
向
が
強
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
『
承
久
記
』
は
承
久
の
乱
を
描
い
た
軍
記

物
語
で
、
現
在
に
伝
わ
る
も
の
と
し
て
は
「
慈
光

寺
本
」
、「
流
布
本
」
、「
前
田
家
本
」
、「
承
久
軍
物
語
」

の
四
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
テ
キ
ス
ト
に

よ
り
内
容
や
表
現
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
も
の

で
す
。

　
こ
れ
ら
の
『
承
久
記
』
の
中
で
も
最
古
態
と
さ
れ

る
の
が
「
慈
光
寺
本
」
で
、
十
三
世
紀
の
中
頃
に

は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
慈

光
寺
本
」
は
乱
後
そ
れ
ほ
ど
経
過
し
て
い
な
い
時

期
に
書
か
れ
た
、
ほ
ぼ
同
時
代
的
な
資
料
と
い
え

ま
す
。
そ
の
反
面
、
「
慈
光
寺
本
」
で
は
北
陸
道
の

戦
い
や
、
最
後
の
激
戦
で
あ
る
勢
多
・
宇
治
の
戦

い
な
ど
が
全
く
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
乱
全
体
の
戦

い
の
様
相
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
点
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
存
在
し

て
い
た
も
の
が
、
欠
落
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
研
究
者
も
い
ま
す
。

　
ま
た
、 

こ
の
ほ
か
表
１
の
と
こ
ろ
で
引
用
し
た

「
慶
長
古
活
字
本
」
は
『
承
久
記
』
の
「
流
布
本
」

の
系
統
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　
本
稿
に
お
い
て
論
点
と
な
っ
て
い
る
「
阿
井
渡
」

は
、 『
吾
妻
鏡
』
や
「
慶
長
古
活
字
本
」
に
は
見
ら

れ
ず
、
「
慈
光
寺
本
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
、
一
度

だ
け
登
場
し
ま
す
。

　
「
去
程
ニ
、
海
道
大
将
軍
河
内
判
官
秀
澄
、
美
濃

国
垂
見
郷
小
ナ
ル
野
ニ
著
、
軍
ノ
手
分
セ
ラ
レ
ケ
リ
。

「
阿
井
渡
、
蜂
屋
入
道
堅
メ
給
ヘ
。
大
井
戸
ヲ
バ
、

駿
河
判
官
・
関
左
衛
門
・
佐
野
御
曹
司
固
メ
給
ヘ
。

売
間
瀬
ヲ
神
土
殿
、
板
橋
ヲ
バ
荻
野
次
郎
左
衛
門
・

伊
豆
御
曹
司
固
メ
給
へ
。
火
御
子
ヲ
バ
、
打
見
・
御
料
・

寺
本
殿
固
メ
給
へ
。
伊
義
渡
ヲ
バ
、
関
田
・
懸
桟
・

上
田
殿
固
メ
給
へ
。
大
豆
戸
ヲ
バ
、
能
登
守
・
平
判

官
固
メ
ケ
リ
。
食
渡
ヲ
バ
、
安
芸
宗
左
衛
門
・
下
條
殿
・

加
藤
判
官
、
三
千
騎
ニ
テ
固
メ
給
ヘ
。
上
瀬
ヲ
バ
、

滋
原
左
衛
門
・
翔
左
衛
門
固
メ
給
ヘ
。
洲
俣
ヲ
バ
、

山
田
殿
固
メ
給
ヘ
」
。
山
道
・
海
道
一
万
二
千
騎
ヲ

十
二
ノ
木
戸
ヘ
散
ス
事
コ
ソ
哀
レ
ナ
レ
。
」

　
管
見
の
限
り
、
「
阿
井
渡
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、

新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
三
『
保
元
物
語
　
平
治
物

語
　
承
久
記
』
の
脚
注
に
「
未
詳
。
あ
る
い
は
美
濃

国
の
横
越
（
現
、
岐
阜
県
美
濃
市
藍
川
）
付
近
か
。
」

と
言
及
し
て
あ
る
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。「
阿

井
渡
」
を
こ
の
比
定
地
と
す
る
と
、
京
方
は
木
曽
川

で
は
な
く
、
長
良
川
に
布
陣
し
た
こ
と
に
な
り
、
地

理
的
に
無
理
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

三
．
蜂
屋
氏
と
蜂
屋
荘

　
そ
れ
で
は
、
「
阿
井
渡
」
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
「
慈

光
寺
本
」
の
中
で
東
海
道
大
将
軍
の
藤
原
秀
澄
に
よ

り
「
阿
井
渡
」
の
守
将
を
任
さ
れ
た
「
蜂
屋
入
道
」

を
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
慈
光
寺
本
」
の
中
で
、
「
蜂
屋
入
道
」
が
登
場
す

る
の
は
、
次
の
四
つ
の
場
面
で
す
。

　
①
後
鳥
羽
上
皇
の
挙
兵
時
に
京
に
召
さ
れ
た
武
士

の
中
で
、
美
濃
国
の
三
番
目
に
「
蜂
屋
入
道
父
子
三

騎
」
と
し
て
、
次
は
②
鎌
倉
の
大
軍
が
上
洛
を
目
指

し
て
い
る
と
い
う
押
松
の
報
告
を
受
け
、
迎
え
撃
つ

京
方
の
東
山
道
の
大
将
軍
の
筆
頭
に
「
蜂
屋
入
道
父

子
三
騎
」
が
登
場
し
ま
す
。
前
述
の
大
内
惟
信
は
そ

の
後
に
名
前
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
続
い
て
登
場
す

る
の
が
、 

③
先
ほ
ど
引
用
し
た
「
阿
井
渡
」
の
と
こ

ろ
で
、
最
後
は
、 

④
木
曽
川
合
戦
緒
戦
の
「
大
井
戸
・

河
合
渡
」
の
戦
い
の
中
で
、
蜂
屋
入
道
及
び
そ
の
子

三
郎
の
奮
戦
ぶ
り
が
描
か
れ
、
蜂
屋
入
道
は
自
死
、

三
郎
は
戦
死
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
蜂
屋
氏
は
美
濃
源
氏
（
頼
光
流
）
の
山
県
氏

流
の
一
族
で
、
美
濃
国
の
蜂
屋
荘
（
蜂
屋
北
荘
と
南

荘
に
分
か
れ
ま
す
）
を
本
拠
と
す
る
在
地
の
武
士
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
蜂
屋
荘
は
、
現
在
の
美
濃
加
茂
市
南
部
に
あ
た
り
、

鎌
倉
時
代
初
頭
、
後
白
河
法
皇
の
寄
進
に
よ
り
成
立

し
た
王
家
領
荘
園
で
あ
る
長
講
堂
領
に
含
ま
れ
ま
す

（
図
２
）
。
「
吾
妻
鏡
」
に
は
、
こ
の
荘
園
に
つ
い
て

の
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
建
久
六
（
一
一
九
五
）
年
、
鎌
倉
幕
府
草
創

の
功
臣
と
も
い
う
べ
き
千
葉
介
常
胤
が
自
分
の
家
は

蜂
屋
荘
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
そ
の
地
頭
職

を
望
み
ま
し
た
が
、
本
荘
は
後
白
河
法
皇
の
仰
せ
で

地
頭
を
置
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
望
み

を
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
断
ら
れ
た
と
い
う

も
の
で
す
。
蜂
屋
荘
は
京
都
と
深
い
関
係
が
あ
る
荘

園
だ
っ
た
の
で
す
。
な
お
、
蜂
屋
荘
の
領
域
に
つ
い

て
は
明
確
に
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
と

こ
ろ
、
美
濃
加
茂
市
南
部
地
域
に
は
そ
の
他
の
荘
園

な
ど
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
荘

園
の
南
限
が
木
曽
川
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
「
慈
光
寺
本
」
の
世
界
の
中
で
は
、
蜂
屋
氏
は
美

濃
国
の
在
地
の
武
士
で
あ
り
な
が
ら
、
京
方
の
重
要

な
軍
事
力
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
地

頭
不
設
置
の
可
能
性
が
あ
る
本
拠
の
蜂
屋
荘
の
一

部
、
も
し
く
は
そ
の
近
く
に
あ
た
る
「
大
井
戸
・
河

合
渡
」
で
の
戦
い
に
出
陣
し
、
戦
い
に
は
敗
れ
た
も

の
の
、
立
派
に
武
士
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。 

蜂
屋
氏
が 

「
大
井
戸
・
河
合
渡
」 

で
戦
っ
た
の

は
、
地
の
利
を
考
え
た
京
方
の
作
戦
の
一
環
だ
っ
た

と
い
え
ま
す
。

四
．「
大
井
戸
・
河
合
渡
」
の

　
　
戦
い
の
描
か
れ
方

　
そ
の
蜂
屋
入
道
父
子
が
戦
っ
た
「
大
井
戸
・
河
合

渡
」
は
、
現
在
の
可
児
市
と
美
濃
加
茂
市
の
境
界
線

上
に
あ
り
、
両
者
は
数
キ
ロ
ほ
ど
の
距
離
し
か
離
れ

て
お
ら
ず
、
地
形
的
に
は
ほ
ぼ
平
坦
地
に
位
置
し
て

い
ま
す
。

　
「
慈
光
寺
本
」
で
は
、
武
田
氏
が
河
合
渡
を
、
小

笠
原
氏
が
大
井
戸
渡
を
攻
撃
し
た
と
い
う
よ
う
に

「
大
井
戸
渡
」
と
「
河
合
渡
」
を
書
き
分
け
て
い
ま

す
が
、
『
吾
妻
鏡
』
で
は
「
大
井
戸
渡
」
、
「
慶
長
古

活
字
本
」
で
は
「
大
炊
ノ
渡
」
と
い
う
よ
う
に
、「
河

合
渡
」
が
表
記
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
「
慈
光

寺
本
」
に
お
い
て
さ
え
も
、
大
井
戸
渡
で
の
小
笠
原

氏
の
郎
党
で
あ
る
市
川
新
五
郎
の
行
動
を
見
て
嘆
く

河
合
渡
の
攻
撃
を
担
当
し
て
い
る
武
田
六
郎
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
途
中
か
ら
大
井

戸
と
河
合
の
渡
の
戦
い
が
一
体
化
す
る
よ
う
な
描
写

に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、
平
場
の
近
距
離
間
の
二
つ
の
渡

し
で
行
わ
れ
た
大
軍
に
よ
る
合
戦
に
つ
い
て
は
、

あ
え
て
大
井
戸
渡
と
河
合
渡
を
使
い
分
け
て
描
く

必
要
も
な
く
、
よ
り
大
規
模
な
戦
闘
が
あ
っ
た
「
大

井
戸
渡
」
に
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
、
後
世
の
資
料
で
は
「
河
合
渡
」

の
戦
い
の
描
写
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
に
し
た
が
い
、
河
合
渡
を
主
戦
場
に
し
て

戦
っ
た
蜂
屋
氏
の
記
憶
が
忘
れ
去
ら
れ
、
「
河
合
渡
」

が
登
場
し
て
こ
な
い
『
吾
妻
鏡
』
で
は
蜂
屋
氏
の
記

述
は
全
く
現
れ
ず
、『
承
久
記
』
の
系
統
で
あ
る
「
慈

光
寺
本
」
で
わ
ず
か
に
「
美
濃
国
ノ
住
人
蜂
屋
ノ
冠

者
モ
引
退
ケ
ル
ガ
、
信
濃
国
住
人
伊
豆
次
郎
ニ
被
組

落
テ
被
討
ケ
リ
。
」
と
あ
る
の
み
で
す
。

五
．
「
河
合
渡
」
と
「
阿
井
渡
」

　
そ
こ
で
、
話
が
少
し
戻
り
ま
す
が
、
「
慈
光
寺
本
」

の
「
大
井
戸
・
河
合
渡
」
の
戦
い
の
中
で
、
蜂
屋
入

道
の
子
の
蜂
屋
三
郎
は
武
田
六
郎
と
組
打
ち
を
し
、

最
後
は
武
田
八
郎
の
助
勢
に
よ
り
討
ち
取
ら
れ
る
こ

と
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
同
本
に
よ
る
と
、

そ
の
武
田
氏
は
河
合
渡
の
渡
河
戦
を
担
当
し
て
い
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
東
海
道
大
将

軍
の
藤
原
秀
澄
に
よ
り
蜂
屋
入
道
が
防
衛
を
任
さ
れ

た
「
阿
井
渡
」
は
、
実
は
「
河
合
渡
」
の
こ
と
で
は

な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
「
慈
光

寺
本
」
が
伝
わ
っ
て
い
く
過
程
で
、「
河
合
渡
」
が
「
阿

井
渡
」
と
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
た
。 「
さ
ん
ず
い
」
の
「
河
」

と
「
こ
ざ
と
へ
ん
」
の
「
阿
」
の
く
ず
し
は
似
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
同
様
の
誤
記
は
、「
慈
光
寺
本
」

に
お
い
て
「
大
御
子
」
と
「
火
御
子
」
の
事
例
で
も

い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
加
え
て
、
「
河
合
」

と
「
河
井
」
で
あ
れ
ば
、
両
方
と
も
「
か
わ
い
」
と

い
う
音
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
「
河
合
渡
」
付
近
で
木
曽
川
と
飛
騨
川
が

合
流
し
て
お
り
、
川
と
川
が
合
流
す
る
場
所
を
意
味

す
る
「
合
（
あ
い
）
」
が
「
阿
井
」
に
変
化
し
た
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
「
慈
光
寺
本
」
で
あ
え
て
「
阿

井
渡
」
と
「
河
合
渡
」
が
使
い
分
け
を
し
て
い
る
こ

と
の
説
明
が
つ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
最
後
に
、
現
代
の
「
河
合
渡
」
に
つ
い
て
少
し
お

話
し
し
ま
す
。
「
河
合
渡
」
は
現
在
「
川
合
の
渡
し
」

と
い
い
、
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
九
月
に
川

合
大
橋
が
完
成
す
る
ま
で
、
可
児
市
川
合
（
南
川
合
）

と
美
濃
加
茂
市
川
合
（
北
川
合
）
と
を
結
ぶ
渡
船
が

運
行
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
写
真
２
・
３
）
。

　
こ
の
よ
う
な
交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
「
河
合
渡
」

を
京
方
は
重
視
し
、
鎌
倉
方
の
東
山
道
軍
を
迎
え
撃

つ
重
要
な
防
衛
地
点
と
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
本

拠
の
近
い
と
思
わ
れ
、
地
の
利
が
あ
る
蜂
屋
入
道
父

子
を
配
置
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

六
．
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
十
三
世
紀
の
「
関
ヶ
原
」
と
も
い
え

る
承
久
の
乱
の
中
で
、
こ
の
地
方
と
も
関
係
の
深
い

木
曽
川
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
合
戦
に
つ
い
て
紹
介
す
る

と
と
も
に
、「
慈
光
寺
本
」
に
一
度
だ
け
登
場
す
る
「
阿

井
渡
」
の
所
在
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

　
そ
の
結
論
と
し
て
は
、
「
慈
光
寺
本
」
が
伝
わ
っ

て
い
く
過
程
で
、
「
河
合
渡
」
が
「
阿
井
渡
」
に
誤

写
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
す
。
本
稿

に
つ
い
て
は
、
時
間
的
な
制
約
も
あ
り
、
多
分
に
状

況
証
拠
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
、
「
慈
光
寺
本
」
の

テ
キ
ス
ト
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
わ
け
で
な
く
、
極

め
て
不
十
分
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
今
回
、
こ
の
よ
う
な
不
十
分
な
状
況
の
中
で
、「
阿

井
渡
」
の
所
在
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
の
は
、
「
大
井
戸
渡
」
と
「
河
合
渡
」
の

所
在
地
で
あ
る
本
市
の
責
務
で
あ
る
と
考
え
、
今
後
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と

に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

こ
れ
た
だ

と

な
み

や
ま

け
ん
き
ゅ
う

ち

つ
ね
た
ね

ば
の
す
け

図２　蜂屋荘の位置図

写真１　大井戸（土田）渡し跡（手前が可児市）

写真２　川合渡し跡（手前が可児市。右上奥が飛騨川）

写真３　昭和 51年の川合の渡船の様子

〈提供：可児市役所〉
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文
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『
承
久
の
乱
と
後
鳥
羽
院
』（
「
敗
者
の
日
本
史
」
６
）

関
幸
彦
　
　
二
〇
一
二
年

『
承
久
の
乱
』
　
　
　
　
坂
井
孝
一
　
二
〇
一
八
年

『
承
久
の
乱
』
　
　
　
　
本
郷
和
人
　
二
〇
一
八
年

『
保
元
物
語
　
平
治
物
語
　
承
久
記
』

岩
波
書
店
　
一
九
九
二
年

『
蜂
屋
の
歴
史
』
　
　
　
神
保
朔
郎
　
一
九
七
八
年

『
岐
阜
県
史
』
通
史
編
　
　
　
中
世
　
一
九
六
九
年

『
各
務
原
市
史
』
史
料
編

　
自
然
・
原
始
・
古
代
・
中
世
　
一
九
八
四
年

『
各
務
原
市
史
』
通
史
編

　
自
然
・
原
始
・
古
代
・
中
世
　
一
九
八
六
年

『
可
児
市
史
』
第
二
巻
　
通
史
編

　
古
代
・
中
世
・
近
世
　
二
〇
一
〇
年

『
可
児
市
史
』
第
三
巻
　
　
民
俗
編
　
二
〇
〇
七
年

『
可
児
町
史
』
通
史
編
　
　
　
　
　
　
一
九
八
〇
年

『
美
濃
加
茂
市
史
』
史
料
編
　
　
　
　
一
九
七
八
年

『
美
濃
加
茂
市
史
』
通
史
編
　
　
　
　
一
九
八
〇
年

ス
事
コ
ソ
哀
レ
ナ
レ
」
と
評
し
て
お
り
、
鎌
倉
方
の

大
軍
を
相
手
に
少
な
い
軍
勢
を
分
散
し
て
防
御
に
当

た
る
と
い
う
京
方
の
戦
略
ミ
ス
を
痛
烈
に
批
判
し
て

い
ま
す
。

　
木
曽
川
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
は
、
六
月
五
日
夜
の
鎌

倉
方
の
東
山
道
軍
に
よ
る
大
井
戸
・
河
合
渡
（
現
可

児
市
）
の
渡
河
戦
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　
大
井
戸
渡
を
守
る
の
は
源
氏
の
一
族
で
、
美
濃
な

ど
数
か
国
の
守
護
で
あ
り
、
有
力
な
在
京
御
家
人
で

あ
る
東
山
道
軍
の
大
内
惟
信
で
す
。
大
内
惟
信
は
わ

ず
か
の
軍
勢
で
鎌
倉
方
の
大
軍
を
相
手
に
奮
戦
し
ま

す
が
、 

子
の
惟
忠
が
討
た
れ
、
敗
走
し
ま
す
。
そ
の

後
、
戦
線
は
そ
の
下
流
に
移
っ
て
い
き
、
尾
張
の
山

田
重
忠
（
「
慈
光
寺
本
」
で
は
重
貞
）
な
ど
の
京
方

の
武
士
の
奮
戦
は
あ
り
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
鎌

倉
方
の
圧
勝
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
北
陸
道
の
京
方
も
越
中
と
加
賀
の
境
の
砺
波

山
で
鎌
倉
方
の
北
陸
道
軍
と
の
戦
い
に
も
敗
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
京
方
は
宇
治
・
勢
多
方
面
で
最
後
の

決
戦
に
臨
み
ま
す
が
、
そ
こ
で
も
敗
北
し
、
鎌
倉
方

に
京
を
占
領
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
．
「
慈
光
寺
本
」
に
登
場
す
る

　
　
「
阿
井
渡
」

　
こ
の
承
久
の
乱
に
関
す
る
基
本
的
な
資
料
と
し
て

は
、
編
纂
物
で
あ
る
「
吾
妻
鏡
」
や
軍
記
物
語
の
『
承

久
記
』
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
『
吾
妻
鏡
』
は
鎌
倉
幕
府
が
編
纂
し
た
歴
史
書
で
、

執
権
北
条
氏
の
嫡
流
で
あ
る
得
宗
家
が
絶
大
的
な
権

力
を
握
っ
て
い
た
（
得
宗
専
制
）
十
三
世
紀
末
ご
ろ

に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
史
料
の
性

格
上
、
北
条
氏
を
擁
護
・
顕
彰
す
る
傾
向
が
強
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
『
承
久
記
』
は
承
久
の
乱
を
描
い
た
軍
記

物
語
で
、
現
在
に
伝
わ
る
も
の
と
し
て
は
「
慈
光

寺
本
」
、「
流
布
本
」
、「
前
田
家
本
」
、「
承
久
軍
物
語
」

の
四
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
テ
キ
ス
ト
に

よ
り
内
容
や
表
現
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
も
の

で
す
。

　
こ
れ
ら
の
『
承
久
記
』
の
中
で
も
最
古
態
と
さ
れ

る
の
が
「
慈
光
寺
本
」
で
、
十
三
世
紀
の
中
頃
に

は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
慈

光
寺
本
」
は
乱
後
そ
れ
ほ
ど
経
過
し
て
い
な
い
時

期
に
書
か
れ
た
、
ほ
ぼ
同
時
代
的
な
資
料
と
い
え

ま
す
。
そ
の
反
面
、
「
慈
光
寺
本
」
で
は
北
陸
道
の

戦
い
や
、
最
後
の
激
戦
で
あ
る
勢
多
・
宇
治
の
戦

い
な
ど
が
全
く
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
乱
全
体
の
戦

い
の
様
相
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
点
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
存
在
し

て
い
た
も
の
が
、
欠
落
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
研
究
者
も
い
ま
す
。

　
ま
た
、 

こ
の
ほ
か
表
１
の
と
こ
ろ
で
引
用
し
た

「
慶
長
古
活
字
本
」
は
『
承
久
記
』
の
「
流
布
本
」

の
系
統
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　
本
稿
に
お
い
て
論
点
と
な
っ
て
い
る
「
阿
井
渡
」

は
、 『
吾
妻
鏡
』
や
「
慶
長
古
活
字
本
」
に
は
見
ら

れ
ず
、
「
慈
光
寺
本
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
、
一
度

だ
け
登
場
し
ま
す
。

　
「
去
程
ニ
、
海
道
大
将
軍
河
内
判
官
秀
澄
、
美
濃

国
垂
見
郷
小
ナ
ル
野
ニ
著
、
軍
ノ
手
分
セ
ラ
レ
ケ
リ
。

「
阿
井
渡
、
蜂
屋
入
道
堅
メ
給
ヘ
。
大
井
戸
ヲ
バ
、

駿
河
判
官
・
関
左
衛
門
・
佐
野
御
曹
司
固
メ
給
ヘ
。

売
間
瀬
ヲ
神
土
殿
、
板
橋
ヲ
バ
荻
野
次
郎
左
衛
門
・

伊
豆
御
曹
司
固
メ
給
へ
。
火
御
子
ヲ
バ
、
打
見
・
御
料
・

寺
本
殿
固
メ
給
へ
。
伊
義
渡
ヲ
バ
、
関
田
・
懸
桟
・

上
田
殿
固
メ
給
へ
。
大
豆
戸
ヲ
バ
、
能
登
守
・
平
判

官
固
メ
ケ
リ
。
食
渡
ヲ
バ
、
安
芸
宗
左
衛
門
・
下
條
殿
・

加
藤
判
官
、
三
千
騎
ニ
テ
固
メ
給
ヘ
。
上
瀬
ヲ
バ
、

滋
原
左
衛
門
・
翔
左
衛
門
固
メ
給
ヘ
。
洲
俣
ヲ
バ
、

山
田
殿
固
メ
給
ヘ
」
。
山
道
・
海
道
一
万
二
千
騎
ヲ

十
二
ノ
木
戸
ヘ
散
ス
事
コ
ソ
哀
レ
ナ
レ
。
」

　
管
見
の
限
り
、
「
阿
井
渡
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、

新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
三
『
保
元
物
語
　
平
治
物

語
　
承
久
記
』
の
脚
注
に
「
未
詳
。
あ
る
い
は
美
濃

国
の
横
越
（
現
、
岐
阜
県
美
濃
市
藍
川
）
付
近
か
。
」

と
言
及
し
て
あ
る
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。「
阿

井
渡
」
を
こ
の
比
定
地
と
す
る
と
、
京
方
は
木
曽
川

で
は
な
く
、
長
良
川
に
布
陣
し
た
こ
と
に
な
り
、
地

理
的
に
無
理
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

三
．
蜂
屋
氏
と
蜂
屋
荘

　
そ
れ
で
は
、
「
阿
井
渡
」
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
「
慈

光
寺
本
」
の
中
で
東
海
道
大
将
軍
の
藤
原
秀
澄
に
よ

り
「
阿
井
渡
」
の
守
将
を
任
さ
れ
た
「
蜂
屋
入
道
」

を
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
慈
光
寺
本
」
の
中
で
、
「
蜂
屋
入
道
」
が
登
場
す

る
の
は
、
次
の
四
つ
の
場
面
で
す
。

　
①
後
鳥
羽
上
皇
の
挙
兵
時
に
京
に
召
さ
れ
た
武
士

の
中
で
、
美
濃
国
の
三
番
目
に
「
蜂
屋
入
道
父
子
三

騎
」
と
し
て
、
次
は
②
鎌
倉
の
大
軍
が
上
洛
を
目
指

し
て
い
る
と
い
う
押
松
の
報
告
を
受
け
、
迎
え
撃
つ

京
方
の
東
山
道
の
大
将
軍
の
筆
頭
に
「
蜂
屋
入
道
父

子
三
騎
」
が
登
場
し
ま
す
。
前
述
の
大
内
惟
信
は
そ

の
後
に
名
前
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
続
い
て
登
場
す

る
の
が
、 

③
先
ほ
ど
引
用
し
た
「
阿
井
渡
」
の
と
こ

ろ
で
、
最
後
は
、 

④
木
曽
川
合
戦
緒
戦
の
「
大
井
戸
・

河
合
渡
」
の
戦
い
の
中
で
、
蜂
屋
入
道
及
び
そ
の
子

三
郎
の
奮
戦
ぶ
り
が
描
か
れ
、
蜂
屋
入
道
は
自
死
、

三
郎
は
戦
死
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
蜂
屋
氏
は
美
濃
源
氏
（
頼
光
流
）
の
山
県
氏

流
の
一
族
で
、
美
濃
国
の
蜂
屋
荘
（
蜂
屋
北
荘
と
南

荘
に
分
か
れ
ま
す
）
を
本
拠
と
す
る
在
地
の
武
士
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
蜂
屋
荘
は
、
現
在
の
美
濃
加
茂
市
南
部
に
あ
た
り
、

鎌
倉
時
代
初
頭
、
後
白
河
法
皇
の
寄
進
に
よ
り
成
立

し
た
王
家
領
荘
園
で
あ
る
長
講
堂
領
に
含
ま
れ
ま
す

（
図
２
）
。
「
吾
妻
鏡
」
に
は
、
こ
の
荘
園
に
つ
い
て

の
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
建
久
六
（
一
一
九
五
）
年
、
鎌
倉
幕
府
草
創

の
功
臣
と
も
い
う
べ
き
千
葉
介
常
胤
が
自
分
の
家
は

蜂
屋
荘
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
そ
の
地
頭
職

を
望
み
ま
し
た
が
、
本
荘
は
後
白
河
法
皇
の
仰
せ
で

地
頭
を
置
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
望
み

を
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
断
ら
れ
た
と
い
う

も
の
で
す
。
蜂
屋
荘
は
京
都
と
深
い
関
係
が
あ
る
荘

園
だ
っ
た
の
で
す
。
な
お
、
蜂
屋
荘
の
領
域
に
つ
い

て
は
明
確
に
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
と

こ
ろ
、
美
濃
加
茂
市
南
部
地
域
に
は
そ
の
他
の
荘
園

な
ど
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
荘

園
の
南
限
が
木
曽
川
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
「
慈
光
寺
本
」
の
世
界
の
中
で
は
、
蜂
屋
氏
は
美

濃
国
の
在
地
の
武
士
で
あ
り
な
が
ら
、
京
方
の
重
要

な
軍
事
力
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
地

頭
不
設
置
の
可
能
性
が
あ
る
本
拠
の
蜂
屋
荘
の
一

部
、
も
し
く
は
そ
の
近
く
に
あ
た
る
「
大
井
戸
・
河

合
渡
」
で
の
戦
い
に
出
陣
し
、
戦
い
に
は
敗
れ
た
も

の
の
、
立
派
に
武
士
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。 

蜂
屋
氏
が 

「
大
井
戸
・
河
合
渡
」 

で
戦
っ
た
の

は
、
地
の
利
を
考
え
た
京
方
の
作
戦
の
一
環
だ
っ
た

と
い
え
ま
す
。

四
．「
大
井
戸
・
河
合
渡
」
の

　
　
戦
い
の
描
か
れ
方

　
そ
の
蜂
屋
入
道
父
子
が
戦
っ
た
「
大
井
戸
・
河
合

渡
」
は
、
現
在
の
可
児
市
と
美
濃
加
茂
市
の
境
界
線

上
に
あ
り
、
両
者
は
数
キ
ロ
ほ
ど
の
距
離
し
か
離
れ

て
お
ら
ず
、
地
形
的
に
は
ほ
ぼ
平
坦
地
に
位
置
し
て

い
ま
す
。

　
「
慈
光
寺
本
」
で
は
、
武
田
氏
が
河
合
渡
を
、
小

笠
原
氏
が
大
井
戸
渡
を
攻
撃
し
た
と
い
う
よ
う
に

「
大
井
戸
渡
」
と
「
河
合
渡
」
を
書
き
分
け
て
い
ま

す
が
、
『
吾
妻
鏡
』
で
は
「
大
井
戸
渡
」
、
「
慶
長
古

活
字
本
」
で
は
「
大
炊
ノ
渡
」
と
い
う
よ
う
に
、「
河

合
渡
」
が
表
記
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
「
慈
光

寺
本
」
に
お
い
て
さ
え
も
、
大
井
戸
渡
で
の
小
笠
原

氏
の
郎
党
で
あ
る
市
川
新
五
郎
の
行
動
を
見
て
嘆
く

河
合
渡
の
攻
撃
を
担
当
し
て
い
る
武
田
六
郎
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
途
中
か
ら
大
井

戸
と
河
合
の
渡
の
戦
い
が
一
体
化
す
る
よ
う
な
描
写

に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、
平
場
の
近
距
離
間
の
二
つ
の
渡

し
で
行
わ
れ
た
大
軍
に
よ
る
合
戦
に
つ
い
て
は
、

あ
え
て
大
井
戸
渡
と
河
合
渡
を
使
い
分
け
て
描
く

必
要
も
な
く
、
よ
り
大
規
模
な
戦
闘
が
あ
っ
た
「
大

井
戸
渡
」
に
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
、
後
世
の
資
料
で
は
「
河
合
渡
」

の
戦
い
の
描
写
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
に
し
た
が
い
、
河
合
渡
を
主
戦
場
に
し
て

戦
っ
た
蜂
屋
氏
の
記
憶
が
忘
れ
去
ら
れ
、
「
河
合
渡
」

が
登
場
し
て
こ
な
い
『
吾
妻
鏡
』
で
は
蜂
屋
氏
の
記

述
は
全
く
現
れ
ず
、『
承
久
記
』
の
系
統
で
あ
る
「
慈

光
寺
本
」
で
わ
ず
か
に
「
美
濃
国
ノ
住
人
蜂
屋
ノ
冠

者
モ
引
退
ケ
ル
ガ
、
信
濃
国
住
人
伊
豆
次
郎
ニ
被
組

落
テ
被
討
ケ
リ
。
」
と
あ
る
の
み
で
す
。

五
．
「
河
合
渡
」
と
「
阿
井
渡
」

　
そ
こ
で
、
話
が
少
し
戻
り
ま
す
が
、
「
慈
光
寺
本
」

の
「
大
井
戸
・
河
合
渡
」
の
戦
い
の
中
で
、
蜂
屋
入

道
の
子
の
蜂
屋
三
郎
は
武
田
六
郎
と
組
打
ち
を
し
、

最
後
は
武
田
八
郎
の
助
勢
に
よ
り
討
ち
取
ら
れ
る
こ

と
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
同
本
に
よ
る
と
、

そ
の
武
田
氏
は
河
合
渡
の
渡
河
戦
を
担
当
し
て
い
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
東
海
道
大
将

軍
の
藤
原
秀
澄
に
よ
り
蜂
屋
入
道
が
防
衛
を
任
さ
れ

た
「
阿
井
渡
」
は
、
実
は
「
河
合
渡
」
の
こ
と
で
は

な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
「
慈
光

寺
本
」
が
伝
わ
っ
て
い
く
過
程
で
、「
河
合
渡
」
が
「
阿

井
渡
」
と
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
た
。 「
さ
ん
ず
い
」
の
「
河
」

と
「
こ
ざ
と
へ
ん
」
の
「
阿
」
の
く
ず
し
は
似
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
同
様
の
誤
記
は
、「
慈
光
寺
本
」

に
お
い
て
「
大
御
子
」
と
「
火
御
子
」
の
事
例
で
も

い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
加
え
て
、
「
河
合
」

と
「
河
井
」
で
あ
れ
ば
、
両
方
と
も
「
か
わ
い
」
と

い
う
音
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
「
河
合
渡
」
付
近
で
木
曽
川
と
飛
騨
川
が

合
流
し
て
お
り
、
川
と
川
が
合
流
す
る
場
所
を
意
味

す
る
「
合
（
あ
い
）
」
が
「
阿
井
」
に
変
化
し
た
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
「
慈
光
寺
本
」
で
あ
え
て
「
阿

井
渡
」
と
「
河
合
渡
」
が
使
い
分
け
を
し
て
い
る
こ

と
の
説
明
が
つ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
最
後
に
、
現
代
の
「
河
合
渡
」
に
つ
い
て
少
し
お

話
し
し
ま
す
。
「
河
合
渡
」
は
現
在
「
川
合
の
渡
し
」

と
い
い
、
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
九
月
に
川

合
大
橋
が
完
成
す
る
ま
で
、
可
児
市
川
合
（
南
川
合
）

と
美
濃
加
茂
市
川
合
（
北
川
合
）
と
を
結
ぶ
渡
船
が

運
行
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
写
真
２
・
３
）
。

　
こ
の
よ
う
な
交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
「
河
合
渡
」

を
京
方
は
重
視
し
、
鎌
倉
方
の
東
山
道
軍
を
迎
え
撃

つ
重
要
な
防
衛
地
点
と
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
本

拠
の
近
い
と
思
わ
れ
、
地
の
利
が
あ
る
蜂
屋
入
道
父

子
を
配
置
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

六
．
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
十
三
世
紀
の
「
関
ヶ
原
」
と
も
い
え

る
承
久
の
乱
の
中
で
、
こ
の
地
方
と
も
関
係
の
深
い

木
曽
川
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
合
戦
に
つ
い
て
紹
介
す
る

と
と
も
に
、「
慈
光
寺
本
」
に
一
度
だ
け
登
場
す
る
「
阿

井
渡
」
の
所
在
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

　
そ
の
結
論
と
し
て
は
、
「
慈
光
寺
本
」
が
伝
わ
っ

て
い
く
過
程
で
、
「
河
合
渡
」
が
「
阿
井
渡
」
に
誤

写
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
す
。
本
稿

に
つ
い
て
は
、
時
間
的
な
制
約
も
あ
り
、
多
分
に
状

況
証
拠
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
、
「
慈
光
寺
本
」
の

テ
キ
ス
ト
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
わ
け
で
な
く
、
極

め
て
不
十
分
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
今
回
、
こ
の
よ
う
な
不
十
分
な
状
況
の
中
で
、「
阿

井
渡
」
の
所
在
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
の
は
、
「
大
井
戸
渡
」
と
「
河
合
渡
」
の

所
在
地
で
あ
る
本
市
の
責
務
で
あ
る
と
考
え
、
今
後
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と

に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

こ
れ
た
だ

と

な
み

や
ま

け
ん
き
ゅ
う

ち

つ
ね
た
ね

ば
の
す
け

図２　蜂屋荘の位置図

写真１　大井戸（土田）渡し跡（手前が可児市）

写真２　川合渡し跡（手前が可児市。右上奥が飛騨川）

写真３　昭和 51年の川合の渡船の様子

〈提供：可児市役所〉
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『小山観音』〈提供：美濃加茂市観光協会ホームページから引用〉
　この観音堂には、平安末期、木曽義仲にゆかりのある若名御前の菩提を供養するために訪れ、大波の中を小船で中の島に渡ろうと
した際、水の中から馬頭観音を背にした龍神が現れて波を鎮めたことに大いに喜んだ義仲が建てたとの言い伝えが残っています。

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

船ちゃんのこぼれ話 第九話
ふね

廿
屋
の
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
　（
美
濃
加
茂
市
三
和
）

つ
づ

や

 『レンガ』と表記されることも多く、外来語と思われやすいのですが、英語だと『ブリック（brick）』、中国語

だと『ツェン（塼）』で、『レンガ（煉瓦）』は日本独自の呼び名です。『煉』は、練り合わせる・熱して不純物を

取り除き良いものにする、などの意味で使われる漢字で、今回は『煉』＋『瓦』に落ち着くまでをみてみたいと

思います。

 日本の煉瓦製造は、白煉瓦（耐火煉瓦）、赤煉瓦（一般建築用煉瓦）ともに、幕末が起源です。白煉瓦は佐賀

藩が嘉永3（1850）年頃焼かせたもの、赤煉瓦は蘭人海軍将校のハルデスが、安政４（1857）年頃に長崎の

瓦屋に焼かせたものとされています。

 日本は、赤煉瓦よりも製造が困難な白煉瓦を、先に成功させた珍しい国です。しかも蘭書と有田焼などの在

来の技術を駆使し、日本人のみで作り上げました。この頃の書での白煉瓦は、『焼石』・『土角焼』・『白焼の石』と表記されています。その少し後とな

る、万延（1860）・文久（1861～1863）年間に欧米を視察した人々の日記でも、『煉瓦石』・『練瓦石』・『練化石』・『煉化石』・『錬化石』と、まだ

色々な漢字が使われています。

　明治に入ると、官庁の文書や新聞においては『煉化石』という表記に落ち着き始めます。しかし、文明開化の象徴となった銀座煉瓦街（明治5年～10

年建設）を紹介する民間の文書（明治6～12年頃）をみると、『煉化石（土を練りて石に化し・・）』・『煉瓦石』・『練化』・『煉瓦』と様々な表記のまま

です。それがいつしか『煉瓦』が市民権を得ていったようで、明治30年代頃には官庁の文書中も含め『煉瓦』に統一されていっています。

　当初は、技術者の苦労がにじみ出ているような、「焼」いた石・「煉」った石、という表現から、瓦の職人や産地を中心に製造が広がっていった文化的

背景を含むような表現の、『煉瓦』という言葉に落ち着いていったようです。

　ちなみに、明治35（1902）年に完成した船頭平閘門の工事竣工内訳書では、いったん定着しかけたかと思われた『煉化石』が使用されています。

「レンガってどこの国の言葉？」

東京銀座煉瓦通り京橋際の図・針谷と松田
の名見ゆ廣重筆 7年五月版錦絵）

〈出典：増補改訂 明治事物起原 下巻〉

　
中
廿
屋
の
旧
分
教
場
に
は
、
む
か
し
薬
師
如
来
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
、

そ
ば
を
流
れ
る
小
川
は
薬
師
川
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
薬
師
川
の
ほ
と
り
に
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
と
い
う
仏
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
る
と

き
村
の
若
者
が
、
仏
さ
ま
を
き
れ
い
に
し
て
さ
し
あ
げ
よ
う
と
、
薬
師
川
に
投
げ
入
れ
ま

し
た
。
す
る
と
、空
が
に
わ
か
に
暗
く
な
り
、雷
鳴
と
と
も
に
激
し
い
豪
雨
に
な
り
ま
し
た
。

　
あ
る
年
の
夏
、
長
い
日
照
り
が
つ
づ
き
、
田
畑
の
作

物
は
も
ち
ろ
ん
山
野
の
草
木
も
枯
れ
そ
う
に
な
り
ま
し

た
。
村
の
人
た
ち
は
、
以
前
若
者
が
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
を

川
に
投
げ
入
れ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
だ
し
て
、
龍
王

淵
と
い
う
と
こ
ろ
に
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
を
沈
め
ま
し
た
。

そ
し
て
、
傘
踊
り
を
お
ど
っ
て
雨
乞
い
を
し
た
と
こ

ろ
、
た
ち
ま
ち
大
雨
に
な
っ
て
、
村
人
は
一
安
心
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
は
、
雨
乞
い
の
仏
さ
ま
と
し
て
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま

の
名
が
知
ら
れ
、
日
照
り
に
な
る
と
山
之
上
や
蜂
屋
か
ら
も
、

雨
乞
い
の
人
が
参
詣
に
来
た
と
い
い
ま
す
。

　
一
説
で
は
、
こ
の
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
は
水
を
か
け
る
と
雨
が
降
る
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
の

水
の
量
に
よ
っ
て
降
る
雨
の
量
も
変
わ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
ど
ん
ぶ
り
鉢
の
水
を
シ
キ
ビ

の
枝
で
ふ
り
か
け
る
と
少
し
の
雨
が
、
バ
ケ
ツ
の
水
を
ひ
し
ゃ
く
で
注
ぐ
と
程
ほ
ど
の
雨

が
降
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
と
き
に
は
、
最
後
の
手
段
と

し
て
、
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
を
川
に
放
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

＊
ベ
ン
ズ
ル
さ
ま
は
、一
般
に
は
ビ
ン
ズ
ル
（
賓
頭
盧
）
と
呼
ば
れ
る
、
釈
迦
の
弟
子
の
ひ
と
り
。
日
本
で
は
、

　
こ
の
像
を
撫
で
る
と
除
病
の
功
徳
が
あ
る
と
さ
れ
、
な
で
仏
の
風
習
が
広
が
り
ま
し
た
。
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