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地域の歴史

一
．
岡
本
一
平
が
提
唱
し
た

　
　「
漫
俳
」

戦
後
、
白
川
町
で
生
ま
れ
た
新
し
い
文
芸
の
一
つ
が

「
漫
俳
」
で
す
。
漫
俳
は
、
俳
句
の
よ
う
に
季
節
を
表

す
季
語
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
十
七
音
の
形
式
で
自
由
に
表

現
す
る
短
詩
型
文
芸
で
あ
り
、
い
わ
ば
俳
句
と
川
柳
を

合
わ
せ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の
生
み
の
親
で
あ
る

漫
画
家
の
岡
本
一
平
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
現
代
芸
術

家
・
岡
本
太
郎
の
父
で
あ
り
、
小
説
家
・
歌
人
で
仏
教

研
究
家
で
も
あ
っ
た
岡
本
か
の
子
の
夫
で
あ
っ
た
人
物

で
す
。
一
平
は
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
、
北
海
道

函
館
生
ま
れ
。
東
京
美
術
学
校
西
洋
画
科
卒
業
後
、
大

正
元
（
一
九
一
二
）
年
に
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
漫
画

を
描
き
、
大
正
昭
和
を
通
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）

年
三
月
、
一
平
は
旧
知
の
新
田
亀
三
を
頼
り
、
西
白
川

村
中な

か

川が
わ

（
現
在
の
白
川
町
中
川
）
へ
疎
開
し
て
き
ま
し

た
。
一
平
は
当
時
五
十
九
歳
。
昭
和
十
四
（
一
九
三
九
）

年
に
妻
か
の
子
が
亡
く
な
り
、
そ
の
後
再
婚
し
た
山
本

八
重
子
と
子
ど
も
三
人
の
家
族
五
人
で
同
地
に
住
み
始

め
た
の
で
す
。
一
平
は
当
時
、
戦
時
体
制
下
の
漫
画
家

団
体
「
日
本
漫
画
奉
公
会
」
の
顧
問
を
務
め
て
い
ま
し

た
が
、
漫
画
家
と
し
て
は
一
線
を
退
い
て
い
ま
し
た
。

一
平
は
気
取
ら
な
い
性
格
で
、
家
の
前
を
流
れ
る
白
川

で
釣
り
を
し
、
頼
ま
れ
る
と
絵
を
描
い
て
食
料
な
ど
と

交
換
し
、
時
に
は
文
化
講
演
の
講
師
も
し
て
い
ま
し
た
。

外
国
で
買
っ
た
よ
れ
よ
れ
の
山
高
帽
子
に
く
た
び
れ
た

コ
ー
ト
を
着
、
古
び
た
リ
ュ
ッ
ク
と
水
筒
を
袈け

裟さ

懸
け

し
、
あ
ち
こ
ち
出
か
け
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
地
元
の
人
々
と
の
交
流
の
中
で
誕
生
し
た
の

が
「
漫
俳
」
で
し
た
。
終
戦
翌
年
の
昭
和
二
十
一
（
一

九
四
六
）
年
三
月
、
漫
俳
を
提
唱
し
始
め
た
一
平
が
初

め
て
つ
く
っ
た
句
が
〝
お
粥か

ゆ

腹
へ
ら
さ
ぬ
よ
う
に
笑
わ

そ
う
〟
で
す
。
米
不
足
で
誰
も
が
お
粥
を
食
べ
て
凌し

の

い

で
い
た
戦
中
・
戦
後
。
元
気
を
な
く
し
て
い
た
人
々
に

対
し
て
「
み
ん
な
の
気
持
ち
を
明
る
く
し
て
、
元
気
を

取
り
戻
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
つ
く
ら
れ
た
作
品
で
す
。

笑
わ
せ
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
お
腹
が
空す

い
て
し
ま
う
の

で
、
お
腹
が
減
ら
な
い
程
度
に
そ
っ
と
笑
わ
せ
よ
う
と

い
う
ユ
ー
モ
ア
あ
る
漫
俳
で
す
。
一
平
は
風
雅
の
中
に

笑
い
を
プ
ラ
ス
し
て
世
の
中
を
明
る
く
し
よ
う
と
し
て

い
ま
し
た
。
漫
俳
に
は
「
明
る
く
楽
し
く
つ
く
れ
る
よ

う
に
」
と
い
う
一
平
の
想お

も

い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

二
．
漫
俳
を
い
ち
早
く

　
　
取
り
入
れ
た
三
川
の
人
々

岡
本
一
平
が
当
時
の
「
濃
飛
新
聞
」
紙
上
に
発
表
し

た
漫
俳
は
人
々
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た

が
、
こ
の
新
し
い
文
芸
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
た
の
は

蘇そ

原は
ら

村
三み

川か
わ

（
現
在
の
白
川
町
三
川
）
の
人
々
で
し
た
。

一
平
を
招
い
て
漫
俳
の
話
を
聞
く
な
ど
し
て
、
昭
和
二

十
一
（
一
九
四
六
）
年
六
月
に
「
三
川
漫
俳
ク
ラ
ブ
」

を
、
八
月
に
「
三
川
漫
風
吟
社
」
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。

当
時
、
月
に
二
、
三
回
と
句
会
が
も
た
れ
る
な
ど
活
発

な
句
作
活
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
さ
ら

に
機
関
誌
と
し
て
季
刊
『
漫
風
』
を
発
刊
し
ま
し
た
。

ま
た
翌
年
一
月
、
三
川
漫
風
吟
社
の
メ
ン
バ
ー
ら
に

よ
っ
て
漫
俳
発
祥
の
地
と
し
て
「
一
平
漫
俳
句
碑
」
が
、

当
時
の
三
川
小
学
校
（
現
在
の
三
川
運
動
場
）
の
傍

か
た
わ

ら

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
句
碑
に
は
〝
三
つ
川
の
水
を
盥

た
ら
い

に
う
ぶ
湯
か
な
〟
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
「
三

白川町に新しい風を吹き込んだ

漫俳とパイプオルガン

白
川
町
に
は
、
中
之
森
遺
跡
を
始
め
い
く
つ
も
の
縄

文
時
代
の
遺
跡
が
存
在
し
、
古
く
か
ら
人
々
が
暮
ら
し

て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
し
て
時
代
ご
と
に

様
々
な
文
化
が
こ
こ
に
根
付
い
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中

に
は
比
較
的
最
近
、
白
川
町
に
移
り
住
ん
だ
人
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
新
た
な
文
化
も
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
現
代
漫
画
の
父
と
呼
ば
れ
た
岡
本
一い

っ

平ぺ

い

に
よ
っ
て

終
戦
直
後
に
提
唱
さ
れ
、
白
川
町
に
生
ま
れ
た
全
国
唯

一
、
町
独
自
の
文
芸
で
あ
る
「
漫ま

ん

俳ぱ

い

」
や
、
オ
ル
ガ
ン

建
造
家
の
辻
宏
に
よ
っ
て
広
が
っ
た
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン

を
通
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
と
の
音
楽
交
流
な
ど
で

す
。
こ
れ
ら
は
白
川
町
の
住
民
の
心
を
豊
か
に
し
、
今

も
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

白川町町民会館グロリアホールに設置されている
辻󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀のパイプオルガン󠄀白川町󠄀󠄀󠄀

句碑除幕の日の岡本一平
＜出典：『漫俳のふるさと』
󠄀白川町文化協会発行󠄀＞

「一平漫俳句碑」に
刻まれた句の原句
掛け軸󠄀白川町楽集
館展示、個人蔵󠄀
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つ
川
」
は
、
現
在
の
白
川
町
内
を
流
れ
る
赤
川
、
黒
川
、

白
川
を
指
し
、
そ
の
う
ち
赤
川
と
黒
川
の
合
流
点
に
位

置
し
、
白
川
と
の
合
流
点
に
も
ほ
ど
近
い
蘇
原
村
三
川

を
拠
点
に
し
て
漫
俳
が
誕
生
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら

の
川
の
水
を
産
湯
に
し
た
と
詠よ

ん
で
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
翌
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
十
月
、
六

十
二
歳
と
い
う
若
さ
で
一
平
が
こ
の
世
を
去
る
と
、
漫

俳
は
中
心
を
失
い
ま
し
た
。
季
刊
『
漫
風
』
も
昭
和
二

十
五
（
一
九
五
〇
）
年
、
十
五
号
ま
で
で
廃
刊
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
後
し
ば
ら
く
、
漫
俳
そ
の
も
の
は
顧
み
ら
れ
な

く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）

年
に
な
り
町
文
化
協
会
が
「
漫
俳
研
究
会
」
を
発
足
さ

せ
、
漫
俳
の
研
究
を
進
め
創
作
活
動
の
復
活
を
図
り
、

「
漫
俳
ル
ネ
サ
ン
ス
」
が
始
ま
り
ま
す
。
研
究
会
の
成

果
と
し
て
の
『
漫
俳
の
ふ
る
さ
と
』
発
行
、
中
央
公
民

館
で
の
「
漫
俳
講
座
」
開
設
、
町
内
全
戸
と
小
学
高

学
年
児
童

に
配
布
さ

れ
た
『
漫

俳
の
て
び

き
』
作
成

な
ど
が
続

き
ま
し
た
。

現
在
で
は
町
の
広
報
紙
「
広
報
し
ら
か
わ
」
文
芸
コ
ー

ナ
ー
、
町
文
化
協
会
主
催
文
芸
大
会
（
平
成
十
四
年
か

ら
文
芸
誌
上
大
会
）
の
漫
俳
の
部
、
地
元
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
で
の
漫
俳
投
稿
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

小
学
校
で
も
漫
俳
の
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
、
漫

俳
は
白
川
町
の
文
芸
と
し
て
愛
好
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
．
世
界
的
な
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン

　
　
建
造
家
の
工
房

白
川
町
に
は
、
日
本
の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
建
造
の
第

一
人
者
で
あ
る
辻
宏
が
建
造
し
た
オ
ル
ガ
ン
が
四
台
も

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
白
川
町
に
辻
の

工
房
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

辻
宏
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
、
愛
知
県
勝
川
町

（
現
在
の
春
日
井
市
）
生
ま
れ
。
両
親
が
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
の
た
め
上
等
な
リ
ー
ド
・
オ
ル
ガ
ン
が
家

に
あ
り
、
幼
い
頃
か
ら
讃さ

ん

美び

歌か

を
弾
き
歌
っ
て
い
ま
し

た
。
物
の
内
部
構
造
に
関
心
が
強
く
、
時
計
や
模
型
、

お
も
ち
ゃ
な
ど
の
仕
組
み
に
興
味
津
々
だ
っ
た
と
い
い

ま
す
。
そ
の
後
、
楽
器
の
仕
組
み
に
も
惹ひ

か
れ
て
東
京

藝
術
大
学
音
楽
学
部
器
楽
科
オ
ル
ガ
ン
専
攻
に
入
学
。

卒
業
後
は
ア
メ
リ
カ
の
オ
ル
ガ
ン
工
房
で
約
三
年
間
、

さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
で
も
働
き
な
が
ら
学
び
ま
し
た
。
そ

し
て
昭
和
三
十
九
（
一
九
六
四
）
年
に
帰
国
す
る
と
、

神
奈
川
県
座
間
市
に
工
房
を
設
け
、
オ
ル
ガ
ン
建
造
家

と
し
て
の
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
す
。

辻
が
座
間
市
の
「
辻
オ
ル
ガ
ン
建
造
所
」
を
白
川
町

黒
川
に
移
し
た
の
は
、
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年

の
こ
と
。
同
時
に
名
称
も
「
辻
オ
ル
ガ
ン
」
に
変
更
し

ま
し
た
。
空
き
校
舎
に
な
っ
て
い
た
旧
黒
川
中な

か

小
学
校

の
有
効
活
用
を
模
索
し
て
い
た
白
川
町
と
、
静
か
で
広

い
工
房
を
求
め
て
い
た
辻
の
希
望
が
合
致
し
た
の
で

す
。
辻
は
校
舎
を
改
造
し
、
オ
ル
ガ
ン
の
建
造
場
所
に

加
え
、
家
族
や
職
人
た
ち
の
住
居
ス
ペ
ー
ス
を
つ
く
っ

た
ほ
か
、
工
房
の
二
階
に
音
楽
ホ
ー
ル
を
設
け
、
ミ
ニ

コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
た
り
、
初
心
者
向
け
の
講
座
を

開
い
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

「
良
い
楽
器
を
つ
く
る
に
は
良

い
木
材
が
重
要
」
と
考
え
て
い
た

辻
は
、
白
川
町
の
良
質
な
木
材

に
も
目
を
輝
か
せ
ま
し
た
。
し
か

も
町
に
は
「
白
川
大
工
」
と
呼
ば

れ
る
ほ
ど
優
れ
た
大
工
が
大
勢
お

り
、
幼
い
頃
、
大
工
に
憧
れ
て
い

た
辻
に
と
っ
て
特
別
な
場
所
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
れ
ま
で
都
会
の

材
木
屋
で
木
を
買
っ
て
い
ま
し
た

が
、
移
住
後
は
オ
ル
ガ
ン
に
ふ
さ

わ
し
い
木
材
を
近
隣
で
買
う
よ
う

に
な
り
、
林
業
や
製
材
に
関
わ
る

人
た
ち
と
の
交
流
も
盛
ん
で
し

た
。
辻
は
生
前
に
八
十
一
台
の
オ

ル
ガ
ン
を
完
成
さ
せ
、
そ
の
う
ち

六
十
三
台
が
白
川
町
に
工
房
を
移

し
て
か
ら
の
作
品
で
す
。

四
．
辻
宏
の
活
動
を
機
に

　
　
始
ま
っ
た
国
際
交
流

辻
は
白
川
町
に
工
房
を
構
え
た
後
も
、
歴
史
的
楽
器

を
学
ぶ
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
時
折
訪
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、
イ
タ
リ
ア
中
部
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
の

ピ
ス
ト
イ
ア
市
の
歴
史
的
文
化
財
に
な
っ
て
い
た
ル
ネ

サ
ン
ス
時
代
の
オ
ル
ガ
ン
の
修
復
を
手
が
け
、
昭
和
五

十
九
（
一
九
八
四
）
年
七
月
、
修
復
完
成
に
当
た
っ
て

ピ
ス
ト
イ
ア
市
の
名
誉
市
民
章
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
技
術
が
高
く
評
価
さ
れ
、
続
い
て
同
市
内
の
三
台

の
歴
史
的
オ
ル
ガ
ン
も
修
復
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昭
和
五
十
九
年
三
月
に
岐
阜
県
美
術
館
に
設
置
、
初

演
奏
さ
れ
た
オ
ル
ガ
ン
は
、
辻
が
ピ
ス
ト
イ
ア
市
の
女

子
修
道
院
教
会
の
オ
ル
ガ
ン
を
複
製
し
た
も
の
で
し
た

（
こ
の
オ
ル
ガ
ン
は
そ
の
三
年
後
、
辻
に
よ
っ
て
修
復

さ
れ
ま
す
）
。
こ
の
披
露
演
奏
会
を
機
に
白
川
町
と
ピ

ス
ト
イ
ア
市
の
交
流
が
始
ま
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の

相
互
訪
問
に
よ
る
体
験
学
習
や
産
業
祭
・
文
化
祭
へ
の

相
互
参
加
な
ど
、
音
楽
に
と
ど
ま
ら
な
い
多
彩
な
分
野

で
の
交
流
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

辻
は
自
ら
建
造
し
た
オ
ル
ガ
ン
を
用
い
て
オ
ル
ガ
ニ

ス
ト
の
教
育
に
も
精
魂
を
傾
け
ま
し
た
。
ピ
ス
ト
イ
ア

市
側
の
提
案
に
よ
り
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
か
ら

始
ま
っ
た
「
イ
タ
リ
ア
・
オ
ル
ガ
ン
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
」

に
は
、
イ
タ
リ
ア

か
ら
講
師
が
招
待

さ
れ
、
日
本
中
か

ら
オ
ル
ガ
ン
音
楽

を
学
ぶ
人
た
ち
が

集
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
大
イ
ベ
ン
ト

に
、
辻
は
病
に
倒

れ
る
ま
で
情
熱
を

注
ぎ
ま
し
た
。
修
了
生
の
中
か
ら
は
、
国
内
で
活
躍
す

る
演
奏
家
は
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
移
り
住
ん
で

音
楽
活
動
を
続
け
る
人
が
出
る
な
ど
レ
ベ
ル
の
高
い
音

楽
家
が
育
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
辻
は
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
、
ス
ペ
イ
ン

の
サ
ラ
マ
ン
カ
大
聖
堂
の
大
型
オ
ル
ガ
ン
の
修
復
を
手

が
け
、
こ
れ
に
よ
り
岐
阜
県
と
サ
ラ
マ
ン
カ
市
と
の
交

流
が
始
ま
り
ま
し
た
。
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
に
は

岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
が
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

し
、
辻
が
手
が
け

た
、
サ
ラ
マ
ン
カ
大
聖
堂
の
オ
ル
ガ
ン
の
複
製
が
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
ホ
ー
ル
の
愛
称
は
公
募
の
結
果
、
「
サ

ラ
マ
ン
カ
ホ
ー
ル
」
に
決
ま
り
ま
し
た
。

■
参
考
文
献

『
白
川
町
誌
　
現
代
編
』　
　
　
　
　
二
〇
〇
五
年

『
岐
阜
の
岡
本
一
平
』

黒
野
こ
う
き
　
ブ
ッ
ク
シ
ョ
ッ
プ

マ
イ
タ
ウ
ン
　
二
〇
〇
八
年

『
漫
俳
の
ふ
る
さ
と
』　
白
川
町
文
化
協
会

一
九
八
七
年

『
漫
俳
の
て
び
き
』　
　
　
白
川
町
　
一
九
九
一
年

『
オ
ル
ガ
ン
は
歌
う
』　
辻
宏
　

日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
　
二
〇
〇
七
年

『
峠
の
樅
の
木
と
３
台
の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
』

辻
紀
子
　
二
〇
一
〇
年

白川町民に向けて作成
された『漫俳のてびき』

工房での辻󠄀󠄀宏（白川町提供）

元「辻󠄀󠄀オルガン」の建物（白川町提供）

白川町青少年ピストイア市派遣
事業の様子（白川町提供）

辻󠄀󠄀が修復したサンタ・マリア・
デッレ・グラッツィエ教会の
オルガン（複製は岐阜県美術
館に設置）（白川町提供）

「第一回イタリア・オルガン
音楽アカデミー」の様子
＜出典：『白川町誌 現代編』＞
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る
た
め
の
場
所

で
し
た
。
大
利

に
は
綱
張
や
川

狩
人
夫
の
斡あ

っ

旋せ
ん

を
す
る
問と

い

屋や

が

あ
り
、
白
川
・

赤
川
・
黒
川
を

利
用
す
る
運
材

を
お
こ
な
う
対

岸
の
名な

倉く
ら

の
問

屋
と
と
も
に
、

川
狩
賃
の
決
定

や
川
狩
人
夫
の
配
当
を
互
い
に
相
談
し
な
が
ら
お
こ
な

い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
綱
場
は
大
利
の
ほ
か
に
新し

ん

津づ

、
広
島
等

に
も
あ
り
、
下
麻
生
綱
場
か
ら
は
材
木
が
筏

い
か
だ

に
組
ま
れ

木
曽
川
へ
と
下
っ
て
い
き
ま
し
た
。

三
．
渡
し
船
と
釣
越

江
戸
時
代
、
飛
騨
川
に
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
川
を
渡
る
際
に
は
渡
し
船
が
使
わ
れ
ま
し
た
。

明
治
時
代
初
頭
で
も
現
在
の
白
川
町
の
範
囲
に
四
ヶ

所
、
渡
し
船
が
あ
り
ま
し
た
（
坂
ノ
東
、
広
島
、
新
津
、

油ゆ

井い

）
。
し
か
し
飛
騨
川
の
流
れ
は
急
で
、
川
が
増
水

す
る
と
渡
し
船
を
運
行
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
正
時
代
に
な
る
と
、
増
水
時
で
も
川
を
渡
る
こ
と

の
で
き
る
手
段
と
し
て
「
釣つ

り

越こ
し

」（
吊
越
）
が
利
用
さ
れ

始
め
ま
す
。
釣
越
は
、
両
岸
が
絶
壁
で
川
ま
で
下
る
の

が
危
険
で
、
か
つ
川
幅
が
狭
い
場
所
に
適
し
て
い
ま
し

地域の治水・利水

百周年を迎える白川橋と

飛騨川沿岸交通史

白
川
町
の
西
側
に
は
飛
騨
川
が
南
北
に
流
れ
、
川
に

沿
っ
て
国
道
41
号
と
Ｊ
Ｒ
高
山
本
線
が
走
っ
て
い
ま

す
。
中
部
地
方
を
縦
貫
す
る
交
通
の
動
脈
と
い
う
役
割

は
も
ち
ろ
ん
、
国
道
41
号
の
白
川
町
内
一
六
・
五
㎞
の

区
間
は
、
渓
谷
の
美
し
い
景
観
や
風
物
が
評
価
さ
れ
、

平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
に
「
美
濃
白
川
四し

季き

彩さ

い

街

道
」
と
し
て
国
土
交
通
省
の
日
本
風
景
街
道
に
認
定
さ

れ
て
も
い
ま
す
。

歴
史
的
に
見
る
と
、
こ
の
地
域
の
飛
騨
川
沿
岸
は
交

通
の
難
所
と
し
て
知
ら
れ
、
美
濃
と
飛
騨
を
往
来
す
る

場
合
、
川
沿
い
を
避
け
山
あ
い
の
道
を
選
ぶ
こ
と
が
多

か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た
伝
統
的
な
人
・
物
資
の

流
れ
を
変
化
さ
せ
る
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
が
、
大
正
十

五
（
一
九
二
六
）
年
の
高
山
線
白
川
口
駅
の
開
業
、

白
川
橋
の
開
通
で
し
た
。

飛騨川に架かる白川橋と高山本線白川口駅（白川町提供）

一
．
江
戸
時
代
の

　
　
飛
騨
川
沿
岸
の
交
通

古
来
、
美
濃
と
飛
騨
を
結
ぶ
交
通
は
、
地
形
が
急

き
ゅ
う

峻
し
ゅ
ん

で
難
所
の
多
か
っ
た
飛
騨
川
沿
岸
で
な
く
、
山
あ
い
の

ル
ー
ト
が
多
く
使
わ
れ
ま
し
た
。
安
土
桃
山
時
代
に
金か

な

森も
り

長な
が

近ち
か

が
飛
騨
を
支
配
す
る
と
、
難
所
で
有
名
で
あ
っ

た
中な

か

山や
ま

七し
ち

里り

、
河こ

内う
ち

路じ

の
改
修
工
事
を
実
施
し
、
金か

な

山や
ま

（
現
在
の
下
呂
市
）
以
北
の
行
程
を
短
縮
し
ま
し
た
。

し
か
し
金
山
か
ら
下し

も

麻あ
そ

生う

（
現
在
の
川
辺
町
）
に
至
る

飛
騨
川
沿
岸
は
大
規
模
な
道
路
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
な

い
ま
ま
残
り
ま
す
。

江
戸
時
代
、
八
百
津
街
道
が
木
曽
川
の
黒く

ろ

瀬ぜ

湊み
な
と

と
現

在
の
白
川
町
の
地
域
を
結
び
、
生
活
物
資
の
流
通
や
人

の
移
動
の
た
め
に
さ
か
ん
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
地
域
の
東
半
は
苗な

え

木ぎ

藩
領
で
あ
り
、
行
政
面
で
は

苗
木
街
道
が
重
要
で
し
た
。
一
方
、
飛
騨
川
右
岸
の
坂さ

か

ノの

東
ひ
が
し

は
、
飛
騨
川
に
沿
っ
て
下
麻
生
に
至
る
里り

道ど
う

を
本

街
道
と
し
て
い
ま
し
た
。

二
．
飛
騨
川
を
利
用
し
た

　
　
材
木
輸
送

飛
騨
川
流
域
の
山
々
か
ら
伐
出
さ
れ
る
材
木
は
、
下

麻
生
以
北
で
飛
騨
川
の
流
れ
が
急
な
た
め
、
「
管く

だ

流
し
」

と
呼
ば
れ
る
材
木
一
本
流
し
の
方
法
で
運
び
下
げ
ら
れ

ま
し
た
。
雨
期
が
過
ぎ
た
九
月
終
わ
り
頃
か
ら
管
流
し

の
材
木
は
川
入
れ
さ
れ
、
材
木
が
う
ま
く
流
れ
て
い
く

よ
う
川か

わ

狩が
り

人に
ん

夫ぷ

が
材
木
を
監
視
、
見み

廻ま
わ

り
し
ま
し
た
。

大お
お

利り

に
は
綱つ

な

場ば

が
あ
り
、
川
に
張
り
渡
し
た
綱
で
材

木

の

流

れ

を

留
め
て
い
ま
し

た
。
岩
に
引
っ

か
か
っ
た
材
木

が
押
し
重
な
り

あ

っ

て

し

ま

う
の
を
防
い
だ

り
、
川
狩
り
の

日
数
を
調
整
す

野原城址から見た飛騨川の流れ

渡し場・釣越のあった地点 大利の綱場　＜出典：『運材図会』＞
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■
参
考
文
献

『
白
川
町
誌
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
八
年

『
七
宗
町
史
　
通
史
編
』　
　
　
　
　
一
九
九
三
年

『
川
辺
町
史
　
通
史
編
』　
　
　
　
　
一
九
九
六
年

『
新
修
東
白
川
村
誌
　
通
史
編
』　
　
一
九
八
二
年

『
岐
阜
県
史
　
通
史
編
　
近
代
　
上
』　一

九
六
七
年

『
運
材
図
会
』　
　
　
　
　
富
田
礼
彦
・
松
村
梅
宰

住
伊
書
店
　
一
九
一
七
年

『
図
説
可
児
・
加
茂
の
歴
史
』　
　
　
吉
岡
勲
監
修

中
島
勝
国
　
郷
土
出
版
社
　
一
九
八
五
年

『
ふ
る
さ
と
白
川
　
総
集
編
』　
　
　
一
九
八
六
年

「
「
美
濃
橋
」
の
補
遺
と
白
川
橋
」　
　
　
山
根
巌

『
産
業
遺
産
研
究
』　
　
第
一
二
号
　
二
〇
〇
五
年

『
近
代
土
木
遺
産
調
査
報
告
書
　
―
愛
知
・
岐
阜
・

　
三
重
・
静
岡
・
長
野
』　馬

場
俊
介
　
一
九
九
四
年

『
日
本
橋
梁
１
０
０
年
の
軌
跡
』

日
本
橋
梁
　
二
〇
二
〇
年

「
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
白
川
橋
。
１
０
０
周

　
年
を
機
に
企
画
し
た
『
御
橋
印
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク

　
ト
が
人
と
人
を
繋
ぐ
新
た
な
き
っ
か
け
に
。
」　

白
川
町
観
光
協
会
　『PR TIMES STORY

』　

二
〇
二
四
年
二
月
七
日

た
美
濃
橋
）
。

と
は
い
え
当
時
の
岐
阜
県
に
は
、
白
川
橋
の
よ
う
な

吊
橋
で
、
鋼
製
の
主
塔
を
持
つ
補ほ

剛ご
う

ト
ラ
ス
構
造
の
橋

は
、
す
で
に
い
く
つ
か
建
設
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
川
辺

橋
（
川
辺
町
、
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
）、
第
三

次
兼か

ね

山や
ま

橋
（
可
児
市
、
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
）

な
ど
で
す
。
し
か
し
当
時
の
ま
ま
の
鋼
ト
ラ
ス
構
造
の

主
塔
を
、
今
日
ま
で
残
し
て
い
る
白
川
橋
は
非
常
に
珍

し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
、
国
道
41
号
の
改
良

工
事
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
一
環
で
昭
和
三
十
五
（
一

九
六
〇
）
年
、
新
た
に
飛ひ

泉せ
ん

橋ば
し

が
建
設
さ
れ
、
車
両
交

通
は
そ
ち
ら
に
移
り
ま
し
た
。
白
川
橋
は
歩
行
者
・
二

輪
車
専
用
に
な
り
ま
す
。

建
設
か
ら
半
世
紀
が
経
ち
、
昭
和
五
十
三
（
一
九
七

八
）
年
、
橋
の
補
修
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
床

し
ょ
う

版ば
ん

構
造
が
木
造
か
ら
鋼
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
と
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
合
成
床
版
構
造
に
改
築
さ
れ
、
床
版
は
重
く

な
り
ま
し
た
が
、
車
が
通
ら
な
い
分
、
橋
を
支
え
る
ケ
ー

ブ
ル
に
掛
か
る
荷
重
は
建
設
時
よ
り
減
少
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
四
半
世
紀
後
、
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年

に
塗
装
塗
り
替
え
と
と
も
に
、
ケ
ー
ブ
ル
腐
食
・
摩
耗

の
進
行
を
防
止
す
る
た
め
、
テ
ー
プ
巻
き
工
法
に
よ
る

ケ
ー
ブ
ル
の
長
寿
命
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

時
代
と
と
も
に
役
割

を
変
え
つ
つ
、
大
事
に

補
修
さ
れ
て
き
た
白
川

橋
は
、
令
和
八
（
二
〇

二
六
）
年
に
百
周
年
を

迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。橋

は
す
で
に
、
近
代

化
遺
産
と
し
て
の
価

値
が
認
め
ら
れ
て
お

り
、
平
成
十
八
（
二
〇

〇
六
）
年
に
土
木
学
会

推
奨
土
木
遺
産
に
認
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

平
成
二
十
五
（
二
〇
一

三
）
年
に
は
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
か
ら
は
、
橋
の
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
。
現
在
の
白
川
町
の
範
囲
で
は
広
島
と
葛く

ず

牧ま
き

、
村む

ら

君ぎ
み

と
下し

も

油ゆ

井い

の
間
に
釣
越
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

広
島
と
葛
牧
の
間
の
釣
越
は
、
四
本
の
ワ
イ
ヤ
ー
を

両
岸
か
ら
川
の
上
に
渡
し
、
そ
こ
に
上
下
に
滑
車
の
付

い
た
箱
を
掛
け
た
も
の
で
、
そ
の
箱
に
人
が
乗
り
込
み

ま
し
た
。
川
の
中
ほ
ど
ま
で
は
重
力
で
自
然
に
走
っ
て

行
き
ま
す
が
、
そ
の
先
は
自
力
で
、
別
に
架
け
ら
れ
た

引
綱
を
た
ぐ
っ
て
対
岸
へ
と
渡
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
大

変
で
女
性
や
子
ど
も
は
苦
労
し
た
そ
う
で
す
。
広
島
の

釣
越
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
金
属
供
出
の
た
め
に

ワ
イ
ヤ
ー
が
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
う
ま
で
存
続
し
ま
し

た
。

四
．
近
代
の
鉄
道
・
道
路
建
設

明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
中
央
線
大
井
駅
（
現

在
の
恵
那
駅
）
が
開
業
す
る
と
、
こ
の
地
域
か
ら
名
古

屋
に
出
る
場
合
、
大
井
駅
ま
で
徒
歩
で
行
き
、
そ
こ
か

ら
汽
車
に
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
の
荷
物

運
送
は
「
大
井
通が

よ

い
」
と
呼
ば
れ
、
馬う

ま

方か
た

が
、
行
き
は

木
炭
、
帰
り
は
日
用
雑
貨
等
を
駄だ

馬ば

の
背
に
負
わ
せ
、

大
井
駅
と
の
間
を
往
復
し
ま
し
た
。

明
治
時
代
、
下
麻
生
と
加か

子し

母も

（
現
在
の
中
津
川
市
）

の
間
に
は
、
郡
道
「
白
川
街
道
」
が
新
た
に
開
か
れ
ま

す
。
飛
騨
川
左
岸
、
下
麻
生
か
ら
河か

わ

岐ま
た

ま
で
の
一
二
㎞

の
区
間
は
断
崖
絶
壁
が
多
く
、
ト
ン
ネ
ル
を
開
削
す
る

な
ど
難
工
事
で
し
た
。
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年

に
全
線
開
通
、
以
前
の
八
百
津
街
道
に
代
わ
り
、
こ
の

地
域
の
主
要
道
路
に
な
り
ま
し
た
。

対
岸
で
も
当
初
、
上か

み

麻あ
そ

生う

（
現
在
の
七
宗
町
）

で
名
古
屋
街
道
に
接
続
す
る
郡
道
が
計
画
さ
れ
ま

し
た
が
、
下し

も

金が
ね

以
北
の
み
、
明
治
三
十
四
（
一
九

〇
一
）
年
に
完
成
し
ま
し
た
。
袋
道
で
あ
っ
た
た

め
、
道
と
し
て
の
価
値
を
十
分
発
揮
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。五

．
大
正
十
五
年
の
白
川
口
駅

　
　
開
業
・
白
川
橋
開
通

昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
に
全
線
開
通
す
る
高
山
本

線
は
、
岐
阜
か
ら
は
当
初
「
高
山
線
」
と
し
て
大
正
八

（
一
九
一
九
）
年
に
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て

大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
三
月
十
五
日
に
白
川
口
駅

が
開
業
し
ま
す
。
こ
の
と
き
白
川
口
駅
の
置
か
れ
た
下

金
と
、
そ
の
飛
騨
川
の
対
岸
の
河
岐
を
つ
な
ぐ
白
川
橋

も
開
通
し
ま
し
た
。

白
川
橋
の
開
通
は
単
に
鉄
道
駅
と
対
岸
地
区
を
結
ん

だ
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
金
山

か
ら
下
麻
生
ま
で
、
飛
騨
川
沿
い
の
道
路
が
こ
の
橋
に

よ
っ
て
ひ
と
つ
に
つ
な
が
り
、
今
日
の
国
道
41
号
の
原

型
と
な
り
ま
す
。
飛
騨
川
右
岸
の
坂
ノ
東
を
通
る
交
通

量
が
増
加
し
ま
し
た
。

白
川
口
駅
か
ら
現
在
の
白
川
町
内
の
各
地
区
を
つ
な

ぐ
乗
合
自
動
車
・
バ
ス
の
路
線
も
で
き
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
飛
騨
川
以
東
の
町
村
の
交
通
の
結
節
点
は
和い

ず

み泉
に

あ
り
、
た
と
え
ば
明
治
時
代
初
頭
で
も
、
郵
便
制
度
が

で
き
て
郵
便
取
扱
所
が
置
か
れ
た
の
は
和
泉
で
し
た
。

し
か
し
白
川
口
駅
開
業
、
白
川
橋
開
通
以
後
は
、
白
川

口
駅
や
そ
の
対
岸
の
河
岐
が
こ
の
地
域
の
交
通
の
結
節

点
と
な
り
、
商
業
も
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
文
字
通
り
、

白
川
町
の
玄
関
口
に
な
り
ま
し
た
。

六
．
白
川
橋
の
百
年

白
川
橋
は
、
現
存
す
る
近
代
的
な
鋼
製
吊つ

り

橋ば
し

と
し
て

は
、
わ
が
国
で
二
番
目
に
古
い
橋
で
す
（
最
古
は
大
正

五
（
一
九
一
六
）
年
に
美
濃
市
の
長
良
川
に
架
設
さ
れ

広島の釣越（白川町提供）

白川橋開通時の写真（白川町提供）

ライトアップされた白川橋（白川町提供）

橋の鋼トラス主塔とそれを支える門型橋脚（白川町提供）
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特別寄稿

新
緑
の
季
節
か
ら
、
輝
く
太
陽
が
眩ま

ぶ

し
い
季
節
と
な

り
ま
し
た
。
木
曽
三
川
沿
川
で
は
青
い
空
と
広
大
な
沖

積
平
野
が
気
持
ち
よ
く
見
渡
せ
る
季
節
で
も
あ
り
ま

す
。
堤
防
や
高
台
か
ら
見
渡
す
と
、
長
良
川
の
下
流
域

に
あ
る
国
営
木
曽
三
川
公
園
周
辺
で
は
ロ
ー
ド
バ
イ
ク

や
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
に
乗
っ
た
方
を
よ
く
見
か
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
自
転
車
活
用
を
推
進
す
る
行
政
の
立
場
か

ら
、
木
曽
三
川
沿
川
の
魅
力
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し

ま
す
。

一
．
自
転
車
活
用
推
進
法

平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
十
二
月
に
自
転
車
活

用
推
進
法
が
成
立
し
、
基
本
理
念
を
定
め
て
、
自
転
車

の
活
用
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
目

標
に
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。
同
法
に
記
載
さ
れ
た
基
本
理

念
は
以
下
の
四
つ
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
国
が
、
地
方

自
治
体
・
企
業
及
び
民
間
団
体
な
ど
と
と
も
に
具
体
的

に
自
転
車
の
活
用
を
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

● 

自
転
車
に
よ
る
交
通
が
、
二
酸
化
炭
素
等
の
環
境

に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
物
質
及
び
騒
音
・
振
動

を
発
生
し
な
い
と
い
う
特
性
並
び
に
災
害
時
に
お

い
て
機
動
的
で
あ
る
と
い
う
等
の
特
性
を
有
す
る

こ
と

● 

自
動
車
へ
の
依
存
の
程
度
を
低
減
す
る
こ
と
が
、

国
民
の
健
康
の
増
進
及
び
交
通
の
混
雑
の
緩
和
に

よ
る
経
済
的
社
会
的
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と

● 

交
通
体
系
に
お
け
る
自
転
車
に
よ
る
交
通
の
役
割

を
拡
大
す
る
こ
と

●
交
通
の
安
全
の
確
保
が
図
ら
れ
る
こ
と

二
．
全
国
の
自
転
車
活
用
の

　
　
取
り
組
み

具
体
的
に
は
、
「G

O
O

D
 C

Y
C

L
E

 J
A

P
A

N

」
と

し
て
、
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
で
の
取
り
組
み
を
呼
称
し
、

み
ん
な
が
も
っ
と
自
転
車
に
乗
れ
ば
日
本
に
「
し
あ
わ

せ
」
な
循
環
が
お
こ
る
！
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
主

に
「
環
境
」「
健
康
」「
観
光
」「
安
全
」
と
い
う
四
つ
の

分
野
で
整
備
を
推
し
進
め
て
い
く
と
し
て
い
ま
す
。

「
観
光
」
の
取
り
組
み
で
は
、
近
年
、
観
光
ス
タ
イ

ル
が
買
い
物
主
体
の
「
モ
ノ
消
費
」
か
ら
、
体
験
型
観

光
の
「
コ
ト
消
費
」
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
る
状
況
を
踏

ま
え
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
効
果
を
全
国
へ
拡
大
す
る
べ
く
、

自
転
車
を
活
用
し
た
観
光
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
み
、

サ
イ
ク
ル
ス
ポ
ー
ツ
を
観
戦
す
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
も

ら
う
た
め
に
、
国
際
大
会
な
ど
を
誘
致
す
る
こ
と
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

観
光
地
域
づ
く
り
で
は
、
海
外
か
ら
の
評
価
が
高
い

「
し
ま
な
み
海
道
」（
正
式
名
称
：
西
瀬
戸
自
動
車
道
）

が
有
名
で
す
。
世
界
に
誇
れ
る
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド

を
国
内
外
に
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
イ
ク
ル

ル
ー
ト
」
を
指
定
し
、
そ
れ
に
伴
い
訪
日
外
国
人
に
も

対
応
し
た
走
行
環
境
や
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ガ
イ
ド
の
養

成
な
ど
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
東
海
地
区
で
も
「
太
平
洋
岸
自
転
車
道
」
が
ナ
シ
ョ

ナ
ル
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
に
指
定
さ
れ
、
様
々
な
活
動
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
環
境
」
に
関
す
る
取
り
組
み
と
し
て
、
安
全
で
快

適
な
走
行
が
で
き
る
よ
う
自
転
車
通
行
空
間
を
整
備

し
、
サ
イ
ク
ル
ト
レ
イ
ン
の
よ
う
に
、
自
転
車
を
解
体

す
る
こ
と
な
く
鉄
道
の
車
内
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
め
る

サ
ー
ビ
ス
に
取
り
組
む
な
ど
、
交
通
手
段
と
し
て
自
転

車
を
有
効
活
用
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
進
ん
で
い
ま

す
。
自
転
車
は
楽
し
む
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
交
通

手
段
と
と
ら
え
る
こ
と
で
、
渋
滞
の
な
い
円
滑
な
道
路

交
通
、
低
炭
素
化
に
よ
っ
て
環
境
に
や
さ
し
い
都
市
環

境
の
実
現
を
可
能
に
す
る
も
の
で
す
。
自
転
車
を
利
活

用
で
き
る
よ
う
、
誰
も
が
自
転
車
に
乗
り
や
す
い
安
全

で
快
適
な
利
用
環
境
づ
く
り
が
、
各
地
で
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

具
体
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
木
曽
ポ
タ
ロ
ー
ド
や

長
良
川
清
流
ル
ー
ト
と
い
っ
た
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
が
整

備
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
当
地
域
で
は
養
老
鉄
道
や
長
良

川
鉄
道
が
サ
イ
ク
ル
ト
レ
イ
ン
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

「
健
康
」
に

関
す
る
取
り
組

み
と
し
て
は
、

自
転
車
に
乗
る

こ
と
で
、
筋
力

や
体
力
を
適
度

に
使
い
、
風
を

浴
び
る
こ
と
で

さ
わ
や
か
な
気

持
ち
に
も
な
り

ま
す
。

自転車活用からみた
木曽三川の魅力と地域振興

国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所　河川公園課

木曽三川下流域空撮写真

サイクルトレイン（養老鉄道）
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自
転
車
を
活
用
す
る
こ
と
が
健
康
増
進
な
ど
に
与
え

る
影
響
に
関
す
る
国
内
外
の
科
学
的
研
究
が
す
す
め
ら

れ
、
企
業
の
自
転
車
通
勤
の
推
進
や
目
が
見
え
な
い
な

ど
の
障
が
い
を
も
っ
た
方
で
も
、
サ
ポ
ー
ト
が
あ
れ
ば

自
転
車
を
楽
し
め
る
タ
ン
デ
ム
自
転
車
と
い
う
二
人
以

上
で
乗
れ
る
自
転
車
の
開
発
で
、
誰
も
が
自
転
車
を
楽

し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

実
際
に
令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
五
月
に
は
「
太
平

洋
岸
自
転
車
道
を
タ
ン
デ
ム
自
転
車
で
つ
な
い
じ
ゃ
え

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
視
覚
障
が
い
を
持
っ
た
方
と

一
緒
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
を
走
破
す
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
、
自
転
車
が
す
べ
て
の
人
に

と
っ
て
楽
し
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
践
し
ま
し
た
。

そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
「
安
全
」
で
す
。

自
転
車
は
運
転
免
許
を
必
要
と
し
な
い
気
軽
な
乗
り
物

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
転
車
走
行
時
の
ル
ー
ル
を
理
解

し
て
い
な
い
人
が
多
く
、
そ
れ
が
原
因
で
事
故
と
な
る

ケ
ー
ス
が
多
々
見
ら
れ
ま
す
。

事
故
を
未
然
に
防
ぐ
に
は
、
自
転
車
に
乗
る
全
て
の

人
た
ち
に
通
行
ル
ー
ル
を
覚
え
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
ル
ー
ル
を
学
ぶ
機
会
の
少
な
い
こ
と
が
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
各
地
で
、
自
転
車
の
通
行
ル
ー
ル
を
ま
と
め
た

「
自
転
車
安
全
利
用
五
則
」
を
利
用
し
た
広
報
活
動
や
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
が
重
大
事
故
の
被
害
軽
減
に
つ
な

が
っ
て
い
る
事
実
か
ら
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
を
す
る
よ

う
各
地
で
啓
発
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
自
転
車
利

用
を
進
め
る
こ
と
が
、
交
通
安
全
の
推
進
に
な
る
社
会

に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

三
．
木
曽
三
川
の
魅
力

さ
て
、
こ
こ
ま
で
自
転
車
活
用
の
効
果
や
魅
力
に
つ

い
て
お
伝
え
し
て
き
ま
し
た
が
、
自
転
車
に
乗
る
こ
と

は
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
が
魅
力
的
と
な
る
の
は
走
る

ル
ー
ト
に
魅
力
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

木
曽
三
川
を
自
転
車
活
用
の
舞
台
と
考
え
た
場
合
、

以
下
の
魅
力
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

●
広
大
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

●
雄
大
な
自
然
環
境

●
川
と
と
も
に
生
き
た
水
辺
の
歴
史

広
大
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
河
川
空
間
を
指
し
、

高こ
う

水す
い

敷じ
き

に
は
い
く
つ
か
の
地
域
で
公
園
な
ど
の
施
設
が

整
備
さ
れ
、
公
園
の
園
路
が
サ
イ
ク
リ
ン
グ
に
適
し
た

ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
区
間
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
よ
う
な
公
園
に
は
休
憩
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、
自

転
車
を
停
め
て
食
事
が
と
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

中
に
は
堤
防
が
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ル
ー
ト
と
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
、
自
動
車
の
交
通
量
が
少
な
く
、
自
転

車
で
走
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
都
市
部
の
道
路
や
、

町
中
の
道
路
と
は
違
い
、
交
差
点
や
信
号
が
少
な
い
の

で
、
自
転
車
が
円
滑
に
走
れ
る
空
間
が
そ
こ
こ
こ
に
あ

り
ま
す
。

普
段
の
生
活
で
電
車
や
自
動
車
を
使
っ
て
い
る
と
、

川
が
町
を
分
断
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
時
が
あ
り
ま

す
が
、
川
沿
い
を
自
転
車
で
走
る
と
、
河
川
空
間
そ
の

も
の
が
移
動
す
る
動
線
と
な
り
、
自
動
車
も
電
車
も
な

か
っ
た
時
代
に
は
、
川
を
動
線
と
し
て
人
々
が
行
き
か

い
、
舟
運
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
想お

も

い
を

は
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
川
を
河
口
か
ら
源
流
へ
た
ど
れ
ば
、
全

長
一
〇
〇
㎞
以
上
の
ロ
ン
グ
ラ
イ
ド
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
自
然
環
境
は
雄
大
な
景
観
や
心
震
わ
せ
る
体

感
を
提
供
し
て
く
れ
ま
す
。
堤
防
や
高
水
敷
を
走
る
と

き
に
目
に
す
る
水
面
や
遠
く
に
見
え
る
山
並
は
、
地
域

に
豊
か
な
恵
み
を
与
え
る
よ
う
に
、
眺
め
て
い
る
だ
け

で
、
穏
や
か
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
肌
に
感

じ
る
風
は
爽
快
感
を
与
え
て
く
れ
る
と
と
も
に
、
走
る

地
域
や
時
間
に
よ
っ
て
向
き
が
変
わ
り
、
い
ろ
ん
な
香

り
を
運
ん
で
く
れ
ま
す
。
よ
く
見
て
走
る
と
、
そ
ん
な

自
然
の
豊
か
さ
の
中
で
育
っ
た
草
花
や
虫
、
生
き
物
が

あ
ち
こ
ち
に
い
ま
す
。
そ
ん
な
彼
ら
を
見
て
い
る
と
、

生
き
て
い
る
と
い
う
実
感
と
力
を
感
じ
ま
す
。

最
近
は
防
災
意
識
の
高
ま
り
か
ら
、
河
川
と
い
え
ば

荒
々
し
く
生
命
を
脅
か
す
洪
水
な
ど
を
も
た
ら
す
も

の
、
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
で
す
が
、
川
の
周
り

に
あ
る
自
然
は
地
域
に
暮
ら
す
人
々
に
豊
か
な
恵
み
を

与
え
て
き
た
の
だ
と
改
め
て
実
感
し
ま
す
。

沿
川
を
走
る
と
、
今
で
も
伝
統
的
な
漁
を
し
て
い
る

姿
や
レ
ジ
ャ
ー
で
は
な
い
船
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
よ
く
よ
く
見
れ
ば
船
着
き
場
や
仕
掛
け
を
見
つ

け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
水
運
の
た
め
に
作
ら
れ
た
閘こ

う

門も
ん

と
い
う
施
設
も
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

水
が
今
で
も
地
域
に
恵
み
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
実

感
で
き
る
瞬
間
で
す
。
堤
防
自
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
走
っ
て
い
る
ル
ー
ト
そ
の
も
の
が
治
水
の
施
設
で

あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
歴
史
あ
る
ケ
レ
ッ
プ
水
制
や

旧
堤
跡
、
治
水
の
た
め
に
作
ら
れ
た
神
社
な
ど
も
発
見

で
き
ま
す
。

爽
快
に
自
然
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
人
々
が
水
と

闘
っ
た
た
ゆ
み
な
い
営
み
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四
．
木
曽
三
川
沿
川
の

　
　
ま
ち
の
魅
力

木
曽
三
川
の
魅
力
に
つ
づ
い
て
、
沿
川
の
ま
ち
の
魅

力
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
木
曽
三
川

は
地
域
に
水
の
恵
み
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
川
自
体
が

魅
力
的
な
の
と
同
じ
く
、
沿
川
の
地
域
も
魅
力
に
あ
ふ

れ
て
い
ま
す
。
サ
イ
ク
リ
ン
グ
は
旅
で
す
。
旅
と
い
え

ば
〝
食
〟
。
沿
川
の
豊
か
な
地
域
に
は
様
々
な
食
文
化

が
あ
り
ま
す
。
清
流
で
育
っ
た
鮎
、
街
道
沿
い
の
茶
屋

で
ふ
る
ま
わ
れ
る
餅
、
地
域
の
野
菜
を
使
っ
た
漬
物
や
、

こ
の
地
域
特
有
の
モ
ー
ニ
ン
グ
の
あ
る
喫
茶
店
等
々
、

お
い
し
い
も
の
に
関
し
て
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま

せ
ん
。
個
人
的
に
は
お
千ち

代ょ

保ぼ

い
な
り
の
串
カ
ツ
を
缶

視覚障がいを持った方とのサイクリング支援

多度山より木曽三川を望む

木曽川のケレップ水制
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清

流

ル

ー

ト
」
に
よ
る

源
流
か
ら
下

流
部
ま
で
の

取
り
組
み
、

そ
し
て
木
曽

三
川
下
流
域

で
も
自
転
車

活
用
を
進
め

る
組
織
の
設

立
準
備
が
そ

れ

ぞ

れ

進

め
ら
れ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の

会
議
で
は
、

自
転
車
道
の

ハ
ー
ド
整
備

だ

け

で

な

く
、
地
域
の
魅
力
を
発
信
す
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
や

す
い
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
な
ど
、
ソ
フ
ト
整
備
も
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

木
曽
ポ
タ
ロ
ー
ド
の
サ
イ
ト
で
は
、
お
す
す
め
の
サ

イ
ク
リ
ン
グ
ル
ー
ト
や
ル
ー
ト
上
の
拠
点
を
紹
介
す
る

ほ
か
、
サ
イ
ト
上
で
マ
ッ
プ
が
確
認
で
き
、
レ
ン
タ
サ

イ
ク
ル
の
情
報
が
入
手
で
き
る
な
ど
、
快
適
な
サ
イ
ク

リ
ン
グ
に
加
え
て
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
プ
ラ
ン
を
検
討
す

る
う
え
で
の
必
要
な
情
報
も
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
域
ご
と
で
取
り
組
ま
れ
て
い
た
自
転
車
活
用
が
交

流
す
る
こ
と
で
、
木
曽
三
川
全
域
へ
の
活
性
化
に
広

が
っ
て
い
く
も
の
に
な
り
そ
う
で
す
。

ま
た
、
国
営
木
曽
三
川
公
園
長
良
川
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
で
は
、
プ
ロ
か
ら
ア
マ
チ
ュ
ア
ま
で
幅
広
い
層

が
参
加
で
き
る
自
転
車
レ
ー
ス
『K

IN
A

N
 A

A
C

A
 

C
U

P

』
が
例
年
十
回
ほ
ど
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
当

レ
ー
ス
で
は
、
参
加
選
手
が
競
技
に
出
場
す
る
だ
け
で

な
く
、
子
供
た
ち
が
自
転
車
の
乗
り
方
を
プ
ロ
レ
ー

サ
ー
か
ら
学
べ
る
自
転
車
乗
り
方
教
室
を
併
せ
て
開
く

な
ど
、
未
来
の
サ
イ
ク
リ
ス
ト
育
成
に
も
力
を
入
れ
て

き
ま
し
た
。
ま
た
、
昨
年
八
月
に
は
来
訪
し
た
観
客
や

ビ
ー
ル
片
手
に
ほ
お
ば
る
の
な
ん
て
最
高
で
す
。

※
お
酒
を
飲
む
と
き
は
電
車
で
訪
れ
ま
す
。

お
酒
と
い
え
ば
、
豊
か
な
水
で
作
ら
れ
た
日
本
酒
も

沿
川
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
木
曽
三
川
の
名
前
そ
の

も
の
が
つ
け
ら
れ
た
「
揖
斐
川
」、
「
長
良
川
」、
そ
し

て
「
木
曽
三
川
」
が
あ
り
ま
す
。
「
木
曽
川
」
と
い
う

日
本
酒
は
ま
だ
な
い
よ
う
な
の
で
、
愛
知
県
の
酒
蔵
さ

ん
に
リ
ク
エ
ス
ト
し
た
い
く
ら
い
で
す
。

食
と
同
じ
く
旅
人
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
の
が
、
祭

り
な
ど
の
季
節
行
事
で
す
。
夜
を
徹
し
て
踊
り
続
け
る

「
郡ぐ

上
じ
ょ
う

お
ど
り
」
や
「
白し

ろ

鳥と
り

お
ど
り
」、
木
曽
川
、
長
良

川
で
受
け
継
が
れ
る
犬
山
、
岐
阜
の
鵜う

飼か
い

、
川
と
い
え

ば
日
本
三
大
七
夕
ま
つ
り
の
一
角
と
い
わ
れ
る
一
宮
七

夕
ま
つ
り
、
国
道
１
号
伊
勢
大
橋
の
完
成
を
記
念
し
て

始
ま
っ
た
桑
名
水
郷
花
火
。
ど
れ
も
地
域
に
賑に

ぎ

わ
い
を

も
た
ら
し
、
旅
人
に
は
地
域
の
方
々
と
の
交
流
を
与
え

て
く
れ
る
も
の
で
す
。
歴
史
あ
る
資
産
と
し
て
は
、
日

本
最
古
の
天
守
と
い
わ
れ
る
国
宝
犬
山
城
や
不ふ

世せ
い

出
し
ゅ
つ

の

英
傑
織
田
信
長
公
が
制
圧
し
た
岐
阜
城
、
木
曽
川
の
渡

し
跡
な
ど
や
、
国
営
木
曽
三
川
公
園
の
よ
う
に
家
族
や

友
人
、
お
ひ
と
り
様
で
ゆ
っ
く
り
遊
べ
る
と
こ
ろ
や
、

ナ
ガ
シ
マ
リ
ゾ
ー
ト
の
よ
う
に
遊
園
地
と
買
い
物
が
一

緒
に
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
自
転
車
で
旅
す
る
こ
と
は
、
爽
快
に

走
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
地
域
を
深
く
知
り
、

地
域
で
楽
し
く
過
ご
し
、
時
に
地
域
の
人
と
旅
人
を
交

わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
り
、
ネ
ッ
ト
や
本
で
は
感
じ
ら
れ

な
い
魅
力
の
深
堀
が
で
き
る
こ
と
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い

ま
す
。五

．
木
曽
三
川
沿
川
の

　
　
自
転
車
活
用
の
取
り
組
み

令
和
六
（
二
〇
二
四
）
年
五
月
二
十
九
日
に
岐
阜
県

海
津
市
に
あ
る
国
営
木
曽
三
川
公
園
長
良
川
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
で
「
木
曽
三
川
を
活
用
し
た
サ
イ
ク
ル
ツ
ー

リ
ズ
ム
を
推
進
す
る
首
長
等
と
の
集
い
」（
事
務
局
：
中

部
地
方
整
備
局
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
集
い
は
こ

こ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
、
木
曽
三
川
沿
川
の
多
様
な
自

然
環
境
や
文
化
、
歴
史
遺
産
、
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
た

め
の
公
園
な
ど
の
存
在
を
再
認
識
し
、
こ
れ
ら
を
サ
イ

ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
で
結
ぶ
こ
と
で
、
地
域
の
更
な
る
活

性
化
、
町
お
こ
し
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
示
し
、
沿
川

自
治
体
が
共
通
の
認
識
を
も
ち
、
協
働
し
て
い
く
き
っ

か
け
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

す
で
に
沿
川
各
地
域
で
立
ち
上
が
っ
て
い
る
、
「
木

曽
川
上
流
域
自
転

車
道
整
備
活
用
推

進
会
議
」（
事
務

局
：
木
曽
川
上
流

河
川
事
務
所
）
に

お
い
て
進
め
ら
れ

る
「
木
曽
ポ
タ

ロ
ー
ド
」
に
よ
る

木
曽
川
上
流
域
で

の
取
り
組
み
、

「
長
良
川
サ
イ
ク

ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
検

討
会
議
」（
事
務

局
：
岐
阜
県
）
に

お
い
て
進
め
ら
れ

て
い
る
「
長
良
川

選

手

以

外

の

サ

イ

ク

リ
ス
ト
も
参

加
で
き
る
ス

ポ
ー
ツ
バ
イ

ク
試
乗
会
を

実
施
し
、
観

戦
以
外
の
楽

し
み
を
提
供

し
ま
し
た
。

ま
た
、
試
乗

会
は
た
い
へ

ん
好
評
だ
っ

た
た
め
、
同

じ

く

昨

年

十

一

月

の

『A
A

C
A

 C
U

P

』
に
合
わ
せ
て
二
回
目
と
な
る
試
乗

会
を
開
催
し
、
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
官
民
が
相
互
に
連
携
し
、
自
転
車
を
活
用
し

た
地
域
の
活
性
化
が
よ
り
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

六
．
さ
い
ご
に

方
丈
記
の
一
節
に
「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、

し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
よ
ど
み
に
浮
か
ぶ
う
た

か
た
は
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
、
久
し
く
と
ど
ま
り
た

る
た
め
し
な
し
」
と
あ
り
ま
す
。

い
に
し
え
か
ら
変
わ
ら
ず
美
し
い
姿
を
見
せ
て
く
れ

る
木
曽
三
川
。

し
か
し
、
毎
日
同
じ
よ
う
に
見
え
る
水
面
も
、
そ
こ

に
流
れ
る
水
は
も
う
昨
日
あ
っ
た
水
で
は
な
い
の
だ
と

感
じ
ま
す
。

自
然
環
境
や
社
会
環
境
が
め
ま
ぐ
る
し
く
動
い
て
い

る
今
、
自
転
車
を
活
用
し
た
地
域
で
の
取
り
組
み
が
、

木
曽
三
川
に
流
れ
る
水
の
よ
う
に
各
地
域
か
ら
魅
力
を

集
め
、
絶
え
間
な
く
時
代
に
合
わ
せ
て
変
化
し
、
魅
力

を
創
出
し
続
け
て
い
け
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

お千代保いなり（岐阜県海津市）

木曽三川を活用したサイクルツーリズムを推進する
首長等との集いの様子

自転車レースと同時開催された試乗会の様子

木曽ポタロードのサイト
https://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/cyclingmap/index.html

木曽ポタロード
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桑名に伝わる獅子舞
－－伊勢太神楽・長島町北島の獅子舞を中心に－－

名古屋市蓬󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀子

桑
名
市
に
は
、
太た

夫ゆ

う

の
「
伊
勢
太だ

い

神か

ぐ

ら楽
」
と
、
長
島

町
西に

し

外ど

面も

の
「
長
島
の
八は

ち

幡ま

ん

神
社
獅し

子し

舞ま

い

（
北き

た

島じ

ま

獅
子

舞
）
」
と
い
う
、
二
例
の
獅
子
舞
が
現
存
し
て
い
ま
す
。

伊
勢
神
宮
に
参
拝
で
き
な
い
村
々
の
、
神
楽
の
奉
納
の

代
役
を
務
め
る
た
め
、
年
間
の
サ
イ
ク
ル
を
守
り
な
が

ら
各
地
を
回か

い

檀だ

ん

す
る
伊
勢
太
神
楽
と
、
地
元
の
若
者
に

よ
っ
て
毎
年
旧
暦
八
月
、
八
幡
神
社
の
祭
礼
に
奉
納
さ

れ
る
北
島
獅
子
舞
。
獅
子
舞
を
通
し
て
、
そ
こ
に
込
め

ら
れ
て
き
た
人
々
の
願
い
を
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち

も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
．
は
じ
め
に

桑
名
市
は
、
木
曽
三
川
が
市
域
を
流
れ
る
水
郷
地
帯

で
あ
る
。
特
に
長
島
は
、
木
曽
川
と
長
良
川
が
取
り
囲

む
よ
う
に
流
れ
、
か
つ
て
は
、
木
曽
川
と
長
良
川
か
ら

松
ノ
木
川
や
押
付
川
な
ど
と
い
っ
た
支
流
が
多
く
流
れ

て
い
た
。
そ
の
支
流
に
よ
り
、
多
く
の
小
島
が
形
成
さ

れ
、
小
島
の
点
在
す
る
様
か
ら
七
島
と
も
い
い
、
そ
れ

が
転
じ
て
長
島
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
い
形
を
し
て
い
る
か
ら
長
島
と

い
う
説
も
あ
る
が
、
前
者
の
七
島
が
転
じ
て
長
島
と
い

う
説
が
有
力
で
あ
る
（
左
図
参
照
）
。

長
島
を
流
れ
る
支
流
は
、
時
代
が
下
る
と
土
砂
の
堆

積
に
よ
っ
て
、
埋
も
れ
て
河
川
敷
と
な
っ
て
い
っ
た
。

頻
発
す
る
洪
水
に
よ
り
支
流
の
流
路
が
変
化
し
た
り
、

軟
弱
な
地
盤
の
た
め
地
震
な
ど
で
陥
没
地
が
生
じ
る
な

ど
、
幾
多
の
変
遷
が
あ
っ
た
。
長
島
で
は
、
近
世
に
な

る
と
河
川
の
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
に
、
要
所
要
所
で
築
堤

さ
れ
た
。
築
堤
に
よ
り
土
地
を
住
宅
地
や
耕
地
と
し
て

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
輪
中
（
曲く

る

輪わ

）
が
形
成
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
々
は
、
水
害
対
策
の
た
め
住

居
全
体
を
三
～
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
高
く
盛
り
土
を
し
、

石
垣
を
形
成
し
、
そ
の
上
に
屋
敷
を
建
て
居
住
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
水
屋
と
い
い
、
か
つ
て
長
島
で

は
多
く
見
ら
れ
た
。
人
々
は
、
氾
濫
の
被
害
を
免
れ
る

工
夫
を
し
な
が
ら
長
島
に
居
住
し
、
白し

ら

魚う
お

漁
や
海の

苔り

養

殖
な
ど
川
が
も
た
ら
す
多
く
の
恵
み
を
享
受
し
、
半
農

半
漁
の
生
活
を
営
ん
で
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
島
の
歴
史
は
河
川
の
氾
濫
に
悩

ま
さ
れ
て
き
た
歴
史
で
も
あ
る
。
特
に
昭
和
三
十
四
（
一

九
五
九
）
年
九
月
の
伊
勢
湾
台
風
は
、
長
島
に
甚
大
な

人
的
被
害
を
も
た
ら
し
、
長
島
の
人
々
の
生
活
を
一
変

さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
有
す
る
長
島
の
北
島
に
、

元げ
ん

禄ろ
く

十
二
（
一
六
九
九
）
年
か
ら
続
く
獅
子
舞
が
あ
る
。

今
回
は
、
こ
の
長
島
の
北
島
の
獅
子
舞
に
つ
い
て
伊
勢

太
神
楽
と
比
較
し
な
が
ら
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

二
．
獅
子
舞
と
は

桑
名
市
に
は
獅
子
舞
が
二
例
現
存
し
て
い
る
。
一
つ

は
太
夫
に
伊
勢
大
神
楽
講
社
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き

「
伊
勢
太
神
楽
」（
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）
、
も
う

一
つ
は
長
島
の
北
島
に
伝
わ
る
「
長
島
の
八
幡
神
社
獅

子
舞
」（
桑
名
市
無
形
民
俗
文
化
財
、
通
称
北
島
獅
子

舞
。
以
下
、
北
島
獅
子
舞
と
記
す
）
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
獅
子
舞
に
つ
い
て
整
理
し

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
獅
子
舞
は
獅
子
神
楽
の
一
部

で
あ
り
、
往
古
よ
り
災
厄
を
避
け
る
た
め
に
行
な
わ
れ

て
き
た
。

そ
も
そ
も
獅
子
神
楽
と
は
ど
う
い
っ
た
芸

能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
獅
子
神
楽
は
、
里さ

と

神か

ぐ

ら楽
と
い
わ
れ
る
も
の
の
一
部
と
さ
れ
、

里
神
楽
は
獅
子
神
楽
、
神み

子こ

神
楽
、
採と

り

物も
の

神

楽
、
湯ゆ

立だ
て

神
楽
に
分
類
さ
れ
る
。
獅
子
神
楽

と
は
、
村
々
で
霊
獣
の
獅
子
が
災
厄
除よ

け
や

火ひ

防ぶ

せ
の
祈き

祷と
う

の
獅
子
舞
を
し
、
獅
子
舞
を

演
じ
る
こ
と
で
、
邪
悪
を
祓は

ら

い
清
め
る
こ
と

が
本
来
の
目
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま

な
芸
能
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
獅
子
神
楽
は
二
つ
の
系
統
に
わ
け

ら
れ
る
。
一
つ
は
東
北
地
方
の
修し

ゅ

験げ
ん

山や
ま

伏ぶ
し

が

行
な
っ
て
い
た
山
伏
神
楽
、
も
う
一
つ
は
伊

勢
太
神
楽
に
代
表
さ
れ
る
太
神
楽
系
の
獅
子

伊勢太神楽󠄀魁曲󠄀増田神社（2023年12月24日撮影󠄀桑名市観光課提供）

木曽三川流域図＜出典：石川寛編著『古󠄀書・古絵
図で読む木曽三川流域』p. 4の図を抜粋＞
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は
大
阪
府
に
入
り
回
檀
す
る
が
、
十
月
の
ス
ポ
ー
ツ
の

日
前
後
に
桑
名
に
戻
り
、
桑
名
市
江え

場ば

の
神こ

う

館だ
て

神
社
の

秋
の
大
祭
で
総
舞
を
披
露
し
た
後
、
再
び
大
阪
府
の
回

檀
に
戻
る
。
そ
の
後
十
二
月
二
十
日
前
後
に
大
阪
府
藤ふ

じ

井い

寺で
ら

市し

の
道ど

う

明
み
ょ
う

寺じ

天
満
宮
で
舞
納
め
を
し
た
後
、
桑
名

に
戻
る
。
一
年
の
回
檀
を
無
事
に
終
え
た
各
組
は
、
十

二
月
二
十
三
日
に
は
増
田
神
社
に
集
ま
り
、
翌
二
十
四

日
に
増
田
神
社
境
内
で
総
舞
を
行
な
う
。
た
だ
、
十
二

月
二
十
四
日
の
増
田
神
社
で
の
総
舞
は
、
伊
勢
太
神
楽

が
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
に
三
重
県
の
無
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
以
降
始
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
、
そ

れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
大
晦
日

に
な
る
と
、
再
び
各
組
は
回
檀
場
に
向
け
て
出
発
し
、

伊
勢
太
神
楽
の
新
た
な
一
年
が
始
ま
り
、
太
夫
た
ち
は

旅
立
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
伊
勢
太
神
楽
の
太
夫
た

ち
は
、
回
檀
場
を
旅
し
て
回
る
。
か
つ
て
の
太
夫
た
ち

は
、
回
檀
場
で
病
気
に
な
っ
た
り
、
獅
子
舞
披
露
中
の

怪け

我が

で
故
郷
に
戻
れ
ず
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

太
夫
た
ち
の
遺
体
は
現
地
で
埋
葬
さ
れ
、
墓
碑
が
建
て

ら
れ
た
。
こ
れ
を
神
楽
墓
と
い
い
、
回
檀
場
に
は
今
も

残
り
、
神
楽
墓
は
現
地
の
村
人
た
ち
に
手
厚
く
供
養
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。

神
楽
で
あ
る
。
太
神
楽
系
の
獅
子
神
楽
は
放ほ

う

下か

芸げ
い

（
曲

芸
）
と
獅
子
舞
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
、
伊
勢
太

神
楽
と
北
島
獅
子
舞
は
曲
芸
的
要
素
を
多
分
に
含
む
こ

と
か
ら
、
後
者
の
太
神
楽
系
の
獅
子
神
楽
と
い
え
る
。

後
者
の
獅
子
神
楽
は
、
三
重
県
全
域
か
ら
愛
知
県
の
尾

張
・
西
三
河
平
野
部
で
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
西

三
河
の
愛
知
県
高
浜
市
に
伝
わ
る
え
ん
ち
ょ
こ
獅
子

（
愛
知
県
無
形
民
俗
文
化
財
）
は
、
か
つ
て
は
旧
暦
八

月
十
四
日
と
十
五
日
に
行
な
わ
れ
、
雨
乞
い
や
降
雨
の

お
礼
に
舞
わ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
三
重
県
の
獅
子
舞
の
悉し

っ

皆か
い

調
査
を
し
た
、
服

部
勝
行
著
『
三
重
県
の
獅
子
舞

　
平
成
に
伝
わ
る
２
０

０
の
舞
』
に
よ
れ
ば
、
三
重
県
内
に
は
一
九
八
の
獅
子

舞
や
獅
子
を
使
っ
た
神
事
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
こ
の
地
方
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
獅
子
舞
は
な

じ
み
の
深
い
民
俗
芸
能
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、
桑
名

市
に
伝
わ
る
二
例
の
獅
子
舞
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
。

三
．
伊
勢
太
神
楽

　
　
―
―
移
動
す
る
獅
子
舞
―
―

桑
名
で
獅
子
舞
と
い
え
ば
、
真
っ
先
に
思
い
出
さ
れ

る
の
は
、
伊
勢
太
神
楽
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
伊
勢
太

神
楽
は
、
「
と
く
に
放
下
の
芸
系
を
遺の

こ

す
演
目
は
、
芸

能
史
的
に
も
貴
重
で
あ
り
、
獅
子
に
よ
る
曲
芸
と
い
う

芸
態
に
も
特
色
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
」（
『
月
刊
文
化
財
』

二
〇
九
）、
昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
一
月
二
十

一
日
、
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

伊
勢
太
神
楽
は
い
つ
ご
ろ
始
ま
っ
た
か
は
定
か
で
は

な
い
。
太
神
楽
は
、
「
大
神
楽
」「
代
神
楽
」
と
も
書
き
、

江
戸
時
代
に
は
、
伊
勢
神
宮
に
参
拝
で
き
な
い
村
々
の

代
わ
り
に
神
楽
の
奉
納
の
代
役
を
務
め
る
と
い
う
こ
と

で
、
伊
勢
神
宮
の
お
札
な
ど
を
持
っ
て
長
持
ち
と
と
も

に
回
檀
し
、
村
々
で
獅
子
を
舞
い
、
祈
祷
し
、
神
社
境

内
な
ど
で
放
下
芸
を
含
む
「
総そ

う

舞ま
い

」
を
披
露
し
た
。
い

わ
ば
移
動
す
る
獅
子
舞
で
あ
る
。

伊
勢
太
神
楽
を
各
地
で
披
露
す
る
太
夫
家
は
、
太
夫

村
（
現
桑
名
市
）
と
東
阿あ

倉く
ら

川が
わ

村
（
現
四
日
市
市
、
現

在
は
拠
点
を
松
阪
市
に
移
動
さ
せ
て
い
る
）
に
所
在
し

た
。
寛か

ん

政せ
い

九
（
一
七
九
七
）
年
に
は
、
太
夫
村
・
東
阿

倉
川
村
で
そ
れ
ぞ
れ
六
組
ず
つ
計
一
二
組
が
、
文ぶ

ん

化か

十

三
（
一
八
一
六
）
年
に
は
太
夫
村
だ
け
で
一
二
組
、
東

阿
倉
川
村
で
も
八
組
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

明
治
以
降
、
太
夫
家
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
特

に
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
後
の
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、

村
落
共
同
体
の
崩
壊
や
人
々
の
価
値
観
の
多
様
化
に
よ

り
、
世
襲
で
伊
勢
太
神
楽
を
継
承
し
て
き
た
各
太
夫
家

は
、
後
継
者
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現

在
は
六
組
の
太
夫
家
が
、
増ま

す

田だ

神
社
を
本
拠
に
西
日
本

を
中
心
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
檀だ

ん

那な

場ば

を
回
壇
し
、
伊
勢

太
神
楽
を
披
露
し
て
い
る
。

伊
勢
太
神
楽
の
一
年
を
北
川
央
著
『
神
と
旅
す
る
太

夫
さ
ん

　
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
「
伊
勢
大
神

楽
」
』
を
元
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
山
本
源げ

ん

太だ

夫ゆ
う

組
は
、
大お

お

晦み
そ

日か

に
桑
名
市
太
夫
を
出
発
し
、
大
晦
日

の
う
ち
に
回か

い

檀だ
ん

場ば

の
滋
賀
県
愛あ

い

荘
し
ょ
う

町
ち
ょ
う

に
到
着
す
る
。
正

月
元
旦
に
は
、
愛
荘
町
愛え

知ち

川が
わ

の
八
幡
神
社
で
一
年
の

舞
初
め
を
行
な
っ
た
後
、
四
月
こ
ろ
ま
で
滋
賀
県
で
回

檀
し
、
そ
の
間
、
四
月
二
日
の
桑
名
市
東

ひ
が
し

方か
た

大だ
い

福ふ
く

田で
ん

寺じ

の
「
桑
名
聖

し
ょ
う

天て
ん

火
渡
り
祭
」
や
四
月
十
四
日
前
後
に
伊

勢
大
神
楽
講
社
全
組
が
揃そ

ろ

っ
て
伊
勢
神
宮
内な

い

宮く
う

で
御み

垣か
き

内う
ち

参
拝
を
し
、
参
集
殿
で
総
舞
を
披
露
す
る
。
そ
の
後

再
び
回
檀
に
戻
り
、
五
月
に
は
福
井
県
に
入
り
、
福
井

県
下
を
回
檀
し
て
い
く
。
途
中
十
二
月
の
舞
納
め
ま
で

の
間
に
何
度
か
桑
名
に
戻
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し
ば
ら

く
す
る
と
ま
た
回
檀
に
出
向
い
て
い
く
。
九
月
中
旬
に

演
目
は
、
鈴
の
舞
・
四し

方ほ
う

の
舞
・
跳
び
の
舞
・
扇
の

舞
・
綾あ

や

採と
り

の
曲
・
水
の
曲
・
吉
野
舞
・
手て

毬ま
り

の
曲
・
傘

の
曲
・
楽さ

さ々

の
舞
・
剣
の
舞
・
献け

ん

燈と
う

の
曲
・
神し

来ぐ
る

舞ま

・

玉た
ま

獅じ

子し

の
曲
・
剣

つ
る
ぎ

三さ
ん

番ば

叟そ
う

・
魁ら

ん

曲
ぎ
ょ
く

の
一
六
曲
で
、
曲
目

に
舞
が
つ
く
の
が
獅
子
舞
、
曲
と
つ
く
の
が
放
下
芸
と

さ
れ
て
い
る
。
猿さ

る

田た

彦ひ
こ

が
登
場
す
る
舞
は
、
鈴
の
舞
、

四
方
の
舞
、
跳
び
の
舞
、
扇
の
舞
、
楽
々
の
舞
で
あ
る
。

十
二
月
二
十
四
日
の
増
田
神
社
で
の
総
舞
の
最
後
に
舞

わ
れ
る
魁
曲
は
、
獅
子
か
ら
天

あ
ま
の
う
ず
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
に
早
変
わ
り
す

る
な
ど
、
見
る
者
を
驚
か
せ
、
楽
し
ま
せ
る
舞
で
あ
る
。

四
．
北
島
獅
子
舞

　
　
―
―
若
い
衆
の
獅
子
舞
―
―

北
島
獅
子
舞
は
、
昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年
七

月
一
日
に
長
島
町
無
形
民
俗
文
化
財
に
、
平
成
十
六
（
二

〇
〇
四
）
年
の
桑
名
市
と
長
島
町
、
多
度
町
の
合
併
以

降
は
、
桑
名
市
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

北
島
獅
子
舞
は
、
西
日
本
を
中
心
と
す
る
回
檀
場
を
一

年
中
回
る
伊
勢
太
神
楽
と
は
異
な
り
、
方
々
に
移
動
し

て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
北
島
の
地
で
獅
子
舞
を

演
じ
る
こ
と
で
、
北
島
の
地
を
祓
い
清
め
、
災
厄
か
ら

守
っ
て
き
た
。

北
島
と
は
、
北
島
、
仏
土
（
西
外
面
の
一
部
）、
竹

生
島
で
一
曲
輪
を
形
成
し
て
お
り
、
現
在
の
長
島
駅
の

近
く
に
あ
た
る
。
慶け

い

長
ち
ょ
う

三
（
一
五
九
八
）
年
こ
ろ
、
伊

勢
国
朝あ

さ

明け

郡
、
三
重
郡
か
ら
農
民
四
人
が
元
稲
荷
裏
の

北
島
へ
通
る
道
の
西
脇
畑
に
居
住
し
、
そ
の
後
北
島
の

地
に
移
住
し
た
の
が
北
島
の
は
じ
ま
り
と
言
わ
れ
て
い

る
。北

島
獅
子
舞
は
、
『
長
島
町
誌
』
上
巻
に
よ
れ
ば
、

元
禄
十
二
（
一
六
九
九
）
年
、
北
島
の
氏
子
か
ら
西
外

面
村
八
幡
神
社
に
獅し

子し

頭
が
し
ら

二
頭
、
天て

ん

狗ぐ

面
二
頭
、
太
刀

一
口
が
奉
納
さ
れ
た
の
を
端
緒
に
、
毎
年
旧
暦
八
月
十

四
～
十
五
日
（
新
暦
九
月
十
四
～
十
五
日
、
現
在
は
九

月
第
三
土
・
日
曜
日
）
の
祭
礼
に
北
島
村
か
ら
獅
子
舞

が
奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
祭
日
は
、

稲
の
実
り
に
影
響
を
与
え
る
、
農
家
が
恐
れ
る
三
大
厄

日
に
近
い
。
三
大
厄
日
と
は
、
八は

っ

朔さ
く

、
二
百
十
日
、
二

えんちょこ獅子　愛知県高浜市
（2018年10月19日　筆者撮影）

伊勢太神楽　玉獅子の曲　増田神社
（2023年12月24日撮影　桑名市観光課提供）
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が
北
島
で
は
獅
子
舞
で
あ
り
、
そ
の
年
の
稲
の
豊ほ

う

穣
じ
ょ
う

を

願
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
長
島
町
誌
』
上
巻
に
は
、
か
つ
て
の
北
島
獅
子
舞

に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
概
略
し
て
お
く
こ
と

に
し
よ
う
。
北
島
獅
子
舞
は
、
地
元
の
若
い
衆
が
四
名
、

獅
子
二
頭
で
獅
子
頭
各
一
名
、
舞ま

い

衣ぎ
ぬ

さ
ば
き
各
一
名
の

計
四
名
、
天
狗
の
面
を
つ
け
た
さ
さ
ら
す
り
（
子
ど
も

役
）
二
名
で
舞
わ
れ
る
。
か
つ
て
は
、
九
月
一
日
に
役

者
決
め
を
行
な
っ
た
。
役
者
と
は
獅
子
舞
を
す
る
若
い

衆
の
こ
と
で
、
北
島
の
氏
子
の
う
ち
十
八
～
二
十
五
歳

の
未
婚
の
男
子
か
ら
四
名
を
選
ん
だ
。
こ
の
と
き
さ
さ

ら
す
り
二
名
も
選
ば
れ
る
。
獅
子
舞
の
稽
古
は
、
九
月

四
日
か
ら
十
一
日
ま
で
行
な
わ
れ
、
一
週
間
の
稽
古
を

終
え
た
十
一
日
夜
に
は
、
役
者
と
さ
さ
ら
す
り
が
揃
っ

て
、
祭
礼
当
日
の
よ
う
に
獅
子
舞
を
し
、
足
揃
え
（
総

ざ
ら
え
）
し
た
。
そ
の
後
は
十
二
日
と
十
三
日
に
祭
礼

準
備
を
行
な
い
、
十
四
日
の
試し

楽が
く

、
十
五
日
の
本ほ

ん

楽が
く

に

獅
子
舞
を
行
な
っ
た
と
い
う
。

囃は
や

子し

は
大
太
鼓
、
小
太
鼓
、
鼓
、
横
笛
で
奏
さ
れ
る
。

譜
面
な
ど
は
な
く
、
全
て
口く

伝で
ん

で
行
な
っ
た
。
伊
勢
太

神
楽
は
獅
子
舞
を
す
る
の
は
太
夫
家
に
限
定
さ
れ
る
の

に
対
し
、
北
島
獅
子
舞
は
地
元
の
若
い
衆
が
獅
子
を

担
っ
て
き
た
。

現
在
の
北
島
獅
子

舞
の
稽
古
は
、
「
桑

名
市
八
幡
神
社
獅
子

舞
保
存
会
」
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ

ば
、
平
成
三
十
（
二

〇
一
八
）
年
と
令
和

元
（
二
〇
一
九
）
年

は
八
月
中
旬
の
お
盆

明
け
か
ら
始
め
ら

れ
、
九
月
十
一
日
前

後
に
足
揃
え
を
行

な
っ
た
（
平
成
三
十

年
の
み
）
よ
う
で
あ

り
、
同
十
四
日
前
後

に
試
楽
、
十
五
日
前

百
二
十
日
の
こ
と
で
、
八
朔
は
旧
暦
の
八
月
一
日
（
新

暦
八
月
二
十
五
日
前
後
）、
二
百
十
日
は
立
春
か
ら
二

一
〇
日
目
で
、
旧
暦
で
は
八
月
十
日
前
後
（
新
暦
九
月

一
日
前
後
）、
二
百
二
十
日
は
立
春
か
ら
二
二
〇
日
目

で
、
旧
暦
で
は
八
月
二
十
日
前
後
（
新
暦
九
月
十
一
日

前
後
）
と
な
る
。
こ
の
三
大
厄
日
は
、
現
代
で
も
台
風

上
陸
の
可
能
性
が
高
く
、
二
百
十
日
は
中な

か

稲て

の
開
花
時

期
、
二
百
二
十
日
は
晩お

く

稲て

の
開
花
時
期
に
あ
た
る
こ
と

か
ら
、
農
家
は
警
戒
す
る
時
期
で
も
あ
る
。
『
長
島
町

誌
』
上
巻
を
く
っ
て
み
る
と
、
「
長
島
地
域
に
災
害
を

与
え
た
天
災
地
変
年
表
」
が
あ
る
。
こ
の
年
表
で
江
戸

時
代
の
大
風
・
洪
水
な
ど
の
風
水
害
を
確
認
す
る
と
、

旧
暦
の
七
～
八
月
が
多
く
、
そ
の
た
び
に
稲
が
壊
滅
的

な
不
作
に
陥
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
今
の
よ

う
な
気
象
解
析
の
な
い
江
戸
時
代
に
は
、
台
風
襲
来
に

備
え
る
す
べ
は
な
く
、
二
百
十
日
や
二
百
二
十
日
こ
ろ

の
台
風
の
強
風
を
鎮
め
作
物
を
守
る
た
め
に
、
日
本
各

地
で
風
祭
り
が
行
な
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
米
の
豊
凶
は
、
年
貢
に
直
結
す
る
こ
と
か
ら
、

農
民
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
。
年
貢
は
今
で

い
う
と
こ
ろ
の
税
金
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中

心
は
米
で
あ
っ
た
。
日
本
各
地
で
行
な
わ
れ
る
風
祭
り

後
に
本
楽
を
開
催
し
て
い
る
。

演
目
は
出で

舞ま
い

、
雲
舞
、
寝
舞
、
扇
舞
、
刀
舞
、
花
舞

の
六
曲
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
獅
子
頭
と
天
狗
の
面
を
つ

け
た
さ
さ
ら
す
り
が
登
場
す
る
。
舞
に
天
狗
が
登
場
す

る
の
は
、
伊
勢
太
神
楽
も
同
様
で
あ
る
が
、
北
島
獅
子

舞
に
は
伊
勢
太
神
楽
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
放
下
芸
が
見

ら
れ
な
い
。

北
島
獅
子
舞
も
、
伊
勢
太
神
楽
と
同
様
に
高
度
経
済

成
長
期
に
お
け
る
人
々
の
価
値
観
の
変
化
、
少
子
高
齢

化
の
影
響
を
受
け
担
い
手
の
確
保
が
で
き
ず
、
昭
和
四

十
六
～
五
十
四
（
一
九
七
一
～
一
九
七
九
）
年
、
平
成

十
二
～
十
五
（
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
三
）
年
と
、
幾
度

と
な
く
中
断
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
び
に
北
島
の
人
た

ち
が
、
獅
子
舞
の
再
興
に
尽
力
し
、
平
成
十
六
（
二
〇

〇
四
）
年
以
降
、
コ
ロ
ナ
禍
を
除
き
途
切
れ
る
こ
と
な

く
北
島
の
地
で
舞
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
令
和
六
（
二

〇
二
四
）
年
の
北
島
獅
子
舞
は
、
長
く
使
い
続
け
て
き

た
獅
子
頭
を
五
十
六
年
ぶ
り
に
修
復
し
、
あ
わ
せ
て
太

鼓
な
ど
の
修
復
も
行
な
っ
た
と
い
い
、
九
月
十
四
日
と

十
五
日
に
予
定
ど
お
り
八
幡
神
社
で
舞
わ
れ
る
と
い
う
。

五
．
お
わ
り
に

桑
名
市
に
伝
わ
る
二
例
の
獅
子
舞
を
み
て
き
た
が
、

い
ず
れ
の
獅
子
舞
も
、
村
々
で
霊
獣
の
獅
子
が
災
厄
除

け
や
火
防
せ
の
祈
祷
の
獅
子
舞
を
し
、
獅
子
舞
を
演
じ

る
こ
と
で
、
邪
悪
を
祓
い
清
め
る
こ
と
が
本
来
の
目
的

で
あ
り
、
そ
の
役
目
を
存
分
に
果
た
し
て
き
た
と
い
え

る
。そ

の
う
え
で
、
現
在
、
日
本
全
国
の
村
々
に
伝
わ
る

民
俗
芸
能
は
、
高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
人
々
の
価

値
観
の
変
化
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
若
年
層
の
人
口
減

少
の
影
響
を
受
け
衰
退
の
一
途
を
た
ど
り
、
廃
絶
し
て

し
ま
っ
た
も
の
が
数
多
く
あ
り
、
危
機
的
状
況
に
あ
る
。

現
代
で
は
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
な
ど
の
洪
水
、
台
風
な
ど
の

風
水
害
の
気
象
現
象
は
予
測
可
能
と
な
り
、
「
台
風
が

近
づ
い
て
い
る
か
ら
、
台
風
前
の
晴
れ
の
日
に
稲
の
刈

り
取
り
を
早
め
よ
う
」
な
ど
、
そ
れ
ら
に
備
え
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、

現
代
社
会
に
お
い
て
村
々
の
民
俗
芸
能
は
、
存
続
さ
せ

な
く
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
と
は

別
に
、
獅
子
舞
を
は
じ
め
と
す
る
村
々
の
民
俗
芸
能
が

仲
介
す
る
地
域
社
会
で
の
人
間
関
係
に
お
い
て
、
日
常

生
活
で
は
接
す
る
機
会
の
な
い
人
た
ち
が
出
会
え
る
、

世
代
間
交
流
の
場
を
提
供
し
て
お
り
、
紐

ち
ゅ
う

帯た
い

の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

最
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
災
厄
を
除
け
る
伊
勢
太
神
楽
と

北
島
獅
子
舞
が
、
脈
々
と
桑
名
の
地
で
保
存
団
体
に
よ

り
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
敬
意
を
払
う
と
と
も
に
、

こ
の
二
例
の
獅
子
舞
が
末
永
く
桑
名
の
地
で
伝
承
さ
れ

て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
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　鉄筋コンクリートは、「RC」と略されますが、これは英語の Reinforced concrete（後出の講演の表記では「レインフオースドコン

クリート」）からで、直訳すると「補強されたコンクリート」です。

　近代コンクリートが、ヨーロッパを中心に利用され始めた頃は、コンクリートに木片を混ぜる等、様々な補強方法が試みられていま

した。「鉄＋コンクリート」も、その一つで、当初は否定的な意見もありましたが、お互いの欠点を補い合う優れた組み合わせである

とされ、補強方法の主流となってゆきました。

　日本での「鉄＋コンクリート」は、明治24（1891）年の工学会誌における、海外特許

としての紹介を皮切りに、明治30年代にはその研究が盛んになってゆきます。当時の資料

では、配筋方法の特許名である「モニエ式」（図1）や「メラン式」（図2）等から始まり、

次にReinforced concreteに対する訳として、「鉄コンクリート」「鉄材及コンクリート

合成構造」「鉄筋コンクリート」「筋鉄コンクリート」「鋼筋コンクリート」等の用語が登

場しています。

　最初に「鉄筋コンクリート」を使用したのは、明治36（1903）年の広井勇と言われ、

次第に定着していき、昭和9（1934）年、日本工業会により「鉄筋コンクリート」に用語

統一されました。

　統一までには、①本来の訳の「補強コンクリート」、②鉄でなく鋼鉄（鉄材の種類）なの

だから、「鋼筋コンクリート」が適切である等、様々な異論があったようです。

　この異論を唱えた一人に、明治18（1885）年から、40年間土木技術に関わった、第

14代土木学会会長の吉村長策がいます。彼は、昭和2（1927）年の講演にて、「人体が

筋だけでなく骨があるように、安心するレインフオースドコンクリートは、「鉄骨鉄筋コン

クリート」として設計してほしい（筆者要約）」と語っています。

　これは、現在のような技術確立前で、鉄さえ入っていればいいという程度から様々な構造が混在していた時代で、更に関東大震災に

て、筋だけのような鉄筋コンクリートが被災した直後の発言です。現在の鉄筋コンクリートの構造は、名称は兎も角として、主筋と呼

ばれる「骨」と配力筋やあばら筋などの「筋」で構成されていますので、吉村会長には、安心して頂けるのではないでしょうか。

図１　モニエ式
＜出典：井上秀二『鉄筋コンクリート』＞

図２　メラン式　＜出典：同上＞

いさみ

こうてつ

と かく

　飛
鳥
時
代
の
あ
る
夏
の
早
朝
。
飛
騨
川
に
水
汲
み
に
来
た
乙
女
が
、

川
上
の
岩
に
立
つ
旅
人
ら
し
き
男
を
見
つ
け
ま
し
た
。
挨
拶
す
る
と

男
は
、「
道
に
迷
っ
て
あ
の
山
の
峠
で
野
宿
し
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
は

美
し
い
川
で
す
ね
」
と
言
い
、
乙
女
は
疲
れ
切
っ
た
旅
人
を
兄
と
住

む
家
に
案
内
し
ま
し
た
。

　「
私
は
大
津
の
み
こ
さ
ま
の
家
来
で
浄
心
と
申
し
ま
す
。
み
こ
さ
ま

が
謀
反
の
疑
い
で
死
罪
に
な
り
、
私
も
飛
騨
の
国
へ
移
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
」
と
旅
人
の
身
の
上
話
を
聞
い
た
兄
は
、
家
で
の

滞
在
を
す
す
め
ま
し
た
。

　十
日
ほ
ど
経
っ
た
頃
、
浄
心
は
「
お

礼
に
『
簗
か
け
』
を
手
伝
っ
て
旅
立

ち
ま
す
。
あ
の
『
簗
の
瀬
』
の
岩
の

上
か
ら
見
る
と
、
鮎
が
川
を
下
り
か

け
て
い
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
耳

慣
れ
な
い
言
葉
に
兄
が
聞
き
返
す
と
、

「
産
卵
の
た
め
に
川
を
下
る
落
鮎
を
捕

ら
え
る
仕
掛
け
が
『
簗
』。
簗
を
仕
掛

け
る
良
い
瀬
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
」

と
返
答
し
、
妹
は
〝
こ
の
方
は
川
の

神
様
の
化
身
か
も
し
れ
な
い
〟
と
感
じ
ま
し
た
。

　翌
朝
、
兄
は
里
の
若
者
を
『
簗
の
瀬
』
に
集
め
て
皆
で
簗
作
り
を

始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
三
日
後
の
簗
漁
の
初
日
。
太
っ
た
鮎
が
白
く

躍
る
光
景
に
、
里
人
た
ち
は
大
喜
び
。
浄
心
は
成
功
を
祝
福
し
、
す

ぐ
に
飛
騨
へ
旅
立
ち
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
村
で
は
毎
年
簗
を
か
け
、『
簗

の
瀬
』
と
い
う
名
が
定
着
。
い
つ
し
か
川
の
流
れ
が
変
わ
っ
て
『
簗

の
瀬
』
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、『
や
な
瀬
』
の
名
は
残
り
、
今
も

夏
の
釣
り
人
た
ち
の
大
事
な
鮎
釣
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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