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1

地域の歴史

一
．
東
海
道
の
整
備
と
「
焼
き
蛤
」

慶け
い

長
ち
ょ
う

六
（
一
六
〇
一
）
年
に
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
東

海
道
の
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
、
江
戸
と
京
都
の
間
に
五

三
の
宿
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
幕
府
が
整
備
し
た
五
街

道
の
中
で
も
最
も
重
視
さ
れ
た
街
道
で
し
た
。

桑
名
宿
と
熱
田
宮
宿
（
現
在
の
名
古
屋
市
熱
田
区
）

の
間
は
東
海
道
の
中
で
唯
一
の
海
路
で
、
そ
の
距
離
か

ら
「
七し

ち

里り

の
渡
し
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
桑
名
宿
は
、

七
里
の
渡
し
や
、
佐
屋
宿
（
現
在
の
愛
西
市
）
と
結
ば

れ
た
三
里
の
渡
し
を
は
じ
め
、
長
島
や
大
垣
へ
の
河
川

交
通
、
美
濃
街
道
や
濃の

う

州
し
ゅ
う

道ど
う

な
ど
の
街
道
が
交
差
す
る

交
通
の
要
衝
に
位
置
し
、
宿
場
町
や
湊

み
な
と

町
と
し
て
栄
え

ま
し
た
。

桑
名
宿
の
旅は

た

籠ご

屋
の
数
は
、
東
海
道
の
宿
場
町
の
中

で
宮
宿
に
次
い
で
二
番
目
で
し
た
。
寛か

ん

政せ
い

九
（
一
七
九

七
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
東
海
道
名
所
図
会
』
で
紹
介

さ
れ
る
伊
勢
の
各
宿
場
の
名
所
旧
跡
の
数
は
、
二
番
目

に
多
い
四
日
市
で
九
か
所
で
あ
る
の
に
対
し
、
桑
名
は

二
九
か
所
と
格
段
に
多
く
、
「
勢せ

い

尾び

都
会
の
湊
に
し
て
、

町
数
多
く
、
賈あ

き
ん
ど人

の
家
軒
を
つ
ら
ね
て
、
繁
華
の
駅
な

り
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
七
里
の
渡
し
で
宮
か
ら
桑
名
に
到
着
す
る
船

着
場
で
「
焼
き
蛤

は
ま
ぐ
り

」
が
売
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し

か
し
蛤
が
採
れ
た
浜
は
現
在
の
桑
名
市
域
だ
け
で
な

く
、
四
日
市
ま
で
広
が
っ
て
お
り
、
小お

ぶ

け向
、
富
田
な
ど
、

桑
名
宿
と
四
日
市
宿
と
の
間
に
休
憩
所
と
し
て
設
け
ら

れ
て
い
た
立た

て

場ば

で
も
、
茶
屋
で
軒
並
み
、
蛤
を
焼
い
て

い
ま
し
た
。
大
坂
の
博
物
学
者
・
文
人
の
木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど
う

（
孔こ

う

恭
き
ょ
う

）
が
日
本
各
地
の
漁
法
や
食
品
の
製
造
法
を
記

述
し
、
蔀

し
と
み

関か
ん

月げ
つ

が
挿
絵
を
描
い
た
『
日
本
山
海
名
産
図

会
』（
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年
刊
）
で
は
「
勢
州
桑

名
富
田
の
名
物
な
り

　
松
の
ち
ち
り
を
焚た

き
て

　
蛤
の

目め

番
つ
が
い

の
方
よ
り
焼
く
に

　
貝
に
柱
を
残
さ
ず

　
味
美
な

り
」
と
書
き
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
書
か
れ
て
い

る
通
り
、
街
道
筋
の
店
で
は
、
松
葉
や
松ま

つ

毬か
さ

を
囲
炉
裏

の
よ
う
な
箱
の
中
で
燃
や
し
、
そ
の
熱
で
蛤
を
焼
い
て

い
ま
し
た
。
松
葉
や
松
毬
は
火
の
気
が
柔
ら
か
く
じ
ん

わ
り
と
熱
が
入
る
た
め
、
焼
き
蛤
に
適
し
て
い
ま
し
た
。

桑
名
の
蛤
の
人
気
ぶ
り
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
街
道
記
に

も
見
ら
れ
ま
す
。
十
返
舎
一
九
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』

（
享

き
ょ
う

和わ

二
（
一
八
〇
二
）
年
～
文ぶ

ん

化か

六
（
一
八
〇
九
）

年
刊
）
で
は
、
主
人
公
の
弥や

次じ

郎ろ

兵べ

衛え

と
喜き

多た

八は
ち

が
桑

名
の
湊
に
着
く
と
す
ぐ
、
「
め
い
ぶ
つ
の
焼
蛤
に
酒
く

み
か
は
し
」
ま
す
。
そ
し
て
出
発
す
る
と
、
流は

や

り行
唄
が

聞
こ
え
て
き
ま
す
。
「
し
ぐ
れ
は
ま
ぐ
り
み
や
げ
に
さ

ん
せ
…
…
」
。
町
屋
川
を
越
え
る
と
「
な
を
村
お
ふ
け

村
に
た
ど
り
つ
く
。
此こ

の

あ
た
り
も
蛤
の
名
物
」
で
し

た
。
二
人
が
さ
ら
に
行
く
と
「
富
田
の
た
て
場
に
い
た

り
け
る
に
、
爰こ

こ

は
こ
と
に
焼
は
ま
ぐ
り
の
め
い
ぶ
つ
、

両
側
に
茶
屋
軒
を
な

ら
べ
、
往
来
を
呼
」

び
か
け
る
。
二
人
が

茶
屋
に
入
る
と
女
中

は
「
は
こ
に
し
た
い

ろ
り
の
よ
ふ
な
も
の

の
中
へ
、
は
ま
ぐ
り

を
な
ら
べ
、
松
か
さ

を
つ
か
み
こ
み
、
あ

ふ
ぎ
た
て
て
や
く

…
…
」
。

ま
た
、
「
そ
の
手

は
桑
名
の
焼
き
蛤
」

と
い
う
地
口
（
江
戸

東海道随一と謳
う た

われた

焼いてよし、煮てよしの桑名の蛤
はまぐり

桑
名
と
言
え
ば
良
質
な
蛤
。
貝
殻
は
大
き
く
て
色
艶

が
良
く
、
身
は
ふ
っ
く
ら
と
厚
く
濃
厚
な
味
わ
い
が
特

徴
で
す
。
そ
の
形
を
見
る
と
蛤
の
語
源
を
「
浜
の
栗く

り

」

だ
と
す
る
説
が
あ
る
の
も
自
然
に
思
わ
れ
て
き
ま
す
。

桑
名
で
は
縄
文
時
代
か
ら
貝
類
が
食
べ
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
蛤
に
関
し
て
は
、
市
内
の
中な

か

縄な

わ

遺
跡
で
鎌
倉
時

代
の
地
層
か
ら
大
量
の
蛤
や
蜆

し
じ
み

の
貝
殻
が
出
土
し
て
い

ま
す
。

全
国
的
に
桑
名
の
蛤
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
江
戸
時
代
の
こ
と
。
東
海
道
が
整
備
さ
れ
人
々
の
往

来
が
盛
ん
に
な
る
と
江
戸
に
も
そ
の
美お

味い

し
さ
が
伝
わ

り
「
そ
の
手
は
桑
名
の
焼
き
蛤
」
と
い
う
地じ

口ぐ

ち

が
流は

行や

る
ほ
ど
で
し
た
。
焼
き
蛤
と
並
ん
で
、
蛤
を
た
ま
り
醤

し
ょ
う

油ゆ

で
煮
し
め
た
時し

ぐ

れ雨
蛤
も
人
気
を
博
し
ま
し
た
。
料
理

法
と
し
て
の
時
雨
煮
の
名
称
は
、
桑
名
の
時
雨
蛤
が
起

源
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

為
ため

信
のぶ

『東海道名所膝栗毛画
が

帖
じょう

』　桑名「名物志ぐれ蛤」
＜桑名市博物館蔵＞

『東海道名所図会』に描かれた桑名湊
＜出典：国立公文書館デジタルアーカイブ＞

『東海道中膝栗毛』に描かれた富田の茶屋
＜出典：国立国会図書館デジタルコレクション＞



2

の
洒し

ゃ

落れ

言
葉
）
も
庶
民
の
間
に
広
が
り
ま
し
た
。
寛
政

十
一
（
一
七
九
九
）
年
、
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
洒
落
本

『
品し

な

川が
わ

楊よ
う

枝じ

』
の
中
で
、
こ
の
言
い
回
し
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
。二

．
桑
名
生
ま
れ
の
「
時
雨
蛤
」

焼
き
蛤
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
蛤
を
煮
し
め
た
「
時

雨
蛤
」
も
ま
た
、
桑
名
の
名
物
と
し
て
有
名
で
し
た
。

蛤
は
足
が
早
い
こ
と
も
あ
り
、
焼
き
蛤
に
代
わ
る
調
理

法
と
し
て
考
案
さ
れ
、
土
産
物
と
な
っ
た
の
が
「
時
雨

蛤
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

天て
ん

保ぽ
う

四
（
一
八
三
三
）
年
に
成
立
し
た
、
伊
勢
国
内

全
域
に
わ
た
る
最
も
詳
細
な
地
誌
で
あ
る
『
勢せ

い

陽よ
う

五ご

鈴れ
い

遺い

響
き
ょ
う

』
で
、
桑
名
名
産
の
白し

ら

魚う
お

と
蛤
の
漁
場
の
ひ
と
つ

と
し
て
赤あ

か

須す

賀か

の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
同

地
に
伝
わ
る
民
話
「
生
け
ど
ら
れ
た
雷
さ
ま
」
で
は
、

井
戸
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
雷
様
が
教
え
た
「
ヘ
ソ
の
佃

つ
く
だ

煮に

」
が
「
時
雨
蛤
」
の
始
ま
り
だ
と
伝
え
ら
れ
て
ま
す
。

し
か
し
か
つ
て
は
「
時
雨
蛤
」
と
い
う
名
前
で
は
な

く
、
シ
ン
プ
ル
に
「
煮
蛤
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
ど
う
い
う
き
っ
か
け
で
「
時
雨
蛤
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
。

『
桑
名
市
史
』
に
よ
る
と
、
煮
蛤
が
土
産
と
し
て
諸
国

に
売
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
、
今い

ま

一い
っ

色し
き

の
蛤
業
者
が
、

太た

一い
ち

丸ま
る

の
旧
家
佐さ

さ々

部べ

家
第
三
代
で
、
俳
人
の
佐
々
部

岱た
い

山ざ
ん

（
寛か

ん

文ぶ
ん

九
（
一
六
六
九
）
年
～
延え

ん

享
き
ょ
う

三
（
一
七
四

六
）
年
）
に
そ
の
命
名
を
依
頼
し
ま
し
た
。
す
る
と
岱

山
は
師
で
あ
る
美
濃
の
俳
人
、
各か

が

み務
支し

考こ
う

（
松
尾
芭
蕉

の
高
弟
の
一

人
。
享

き
ょ
う

保ほ
う

十

六
（
一
七
三

一
）
年
没
）

に
相
談
し
ま

す
。

そ
し

て
、
煮
蛤
を

作
り
始
め
る

時

期

が

十

月
、
時
雨
の

降
り
始
め
る

こ
ろ
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
「
時
雨
蛤
」
と
支
考
が
命
名
し
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
（
『
桑
名
志
』
）
。
『
桑
名
市
史
』
で
は
、
こ

の
命
名
を
依
頼
し
た
蛤
業
者
を
、
現
在
ま
で
続
く
時
雨

蛤
業
者
の
水
谷
家
（
貝
新
家
）
の
祖
と
推
測
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
『
勢
陽
五
鈴
遺
響
』
に
は
、
当
時
の
桑
名
に

お
け
る
時
雨
蛤
の
製
法
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
「
…
…
冬
春
月
の
間

　
海
民
未み

醤
し
ょ
う

を
布
袋

に
盛
り

　
其そ

の

汁
を
熬ご

う

烹ほ
う

し
［
煮
て
］

　
蛤
の
肉
を
煮

　

山さ
ん

椒
し
ょ
う

及
お
よ
び

薑
は
じ
か
み

［
生

し
ょ
う

姜が

］
等
を
和か

し
て
製
し
…
…
」
。
『
日
本

山
海
名
産
図
会
』
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

現
代
で
も
、
生
姜
を
加
え
た
た
っ
ぷ
り
の
た
ま
り
醤

油
の
中
で
浮
か
し
な
が
ら
煮
る
「
浮
か
し
炊
き
」
と
呼

ば
れ
る
製
法
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
煮
詰
め
ず
に
元
だ
ま

り
（
煮
汁
の
残
り
）
を
継
ぎ
足
し
な
が
ら
作
る
こ
と
で
、

元
だ
ま
り
に
凝
縮
さ
れ
た
貝
の
出だ

汁し

や
旨
味
が
し
み
込

み
、
加
え
た
生
姜
の
風
味
も
相
ま
っ
て
美
味
し
い
時
雨

蛤
が
で
き
る
そ
う
で
す
。

ち
な
み
に
時
雨
蛤
（
時
雨
煮
）
と
似
た
も
の
で
「
佃

煮
」
が
あ
り
ま
す
が
、
時
雨
蛤
は
佃
煮
よ
り
先
に
生
ま

れ
て
い
ま
す
。
大
き
く
違
う
の
は
、
時
雨
蛤
は
前
述
し

た
よ
う
に
煮
詰
め
な
い
「
浮
か
し
炊
き
」
製
法
と
、
た

ま
り
醤
油
、
生
姜
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

一
方
、
生
姜
を
加
え
ず
、
汁
が
な
く
な
る
ま
で
じ
っ
く

り
と
煮
詰
め
る
の
が
佃
煮
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
．
蛤
へ
の
感
謝
を
込
め
て

こ
う
し
て
古
く
か
ら
人
々
の
舌
を
満
足
さ
せ
、
桑
名

の
象
徴
で
あ
っ
た
蛤
。
江
戸
時
代
初
期
に
漁
村
で
あ
っ

た
今
一
色
に
あ
る
専せ

ん

正
し
ょ
う

寺じ

内
に
は
、
蛤
の
供
養
を
目
的

に
建
て
ら
れ
た
「
蛤こ

う

墳ふ
ん

」
が
あ
り
ま
す
。
碑
文
に
よ
る

と
、
文ぶ

ん

政せ
い

六
（
一
八
二
三
）
年
、
こ
の
地
に
住
む
谷
氏

が
、
当
時
こ
の
あ
た
り
の
地
面
を
厚
く
覆
っ
て
い
た
貝

殻
を
見
て
蛤
の
供
養
を
思
い
立
ち
、
正
念
寺
（
現
在
の

専
正
寺
）
の
墓
地
に
こ
の
碑
を
建
て
ま
し
た
。
建
て
ら

れ
た
当
初
は
一
ｍ
足
ら
ず
の
大
き
さ
で
し
た
。
碑
に
は
、

当
時
の
歌
人
の
、
次
の
よ
う
な
歌
一
首
が
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。

あ
ま
お
ふ
ね

　
の
り
の
み
声
に

　
は
ま
ぐ
り
の

貝
の
耳
に

　
も
と
め
て
し
の
ば
む

大
正
年
間
に
な
る
と
、
時
雨
蛤
の
同
業
者
が
台
座
な

ど
を
寄
進
し
ま
し
た
。
台
座
に
は
そ
の
業
者
の
名
前
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
日
で
も
彼
岸
ご
と
に
桑
名
時
雨

蛤
商
組
合
の
業
者
が
「
蛤
墳
」
を
訪
れ
て
供
養
を
行
っ

て
お
り
、
蛤
へ
の
感
謝
を
伝
え
続
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
漁
港
が
あ
る
赤
須
賀
に
も
「
蛤
塚
」
が
あ
り
、

蛤
の
生
産
者
で
あ
る
漁
師
ら
が
中
心
と
な
っ
て
、
毎
年

十
月
に
「
虫
供
養
」
を
営
ん
で
い
ま
す
。

■
参
考
文
献

『
桑
名
市
史
　
本
編
』　
　
　
　
　
　
一
九
五
九
年

『
三
重
県
食
文
化
事
典
』

大
川
吉
崇
　
創
英
社
　
二
〇
一
八
年

『
三
重
県
の
食
生
活
と
食
文
化
』

大
川
吉
崇
　
調
理
栄
養
教
育
公
社
　
二
〇
〇
八
年

『
蛤
の
話
』　
堀
田
吉
雄
・
水
谷
新
左
衛
門

光
出
版
印
刷
　
一
九
九
〇
年

『
生
き
て
い
る
民
俗
探
訪
　
三
重
』

堀
田
吉
雄
　
第
一
法
規
出
版
　
一
九
八
一
年

『
た
べ
も
の
東
海
道
』

鈴
木
晋
一
　
小
学
館
　
二
〇
〇
〇
年

『
伊
勢
の
み
ち
／
桑
名
の
み
ち

 

～
東
海
道
・
伊
勢
参
宮
・
佐
屋
路
～
』　

桑
名
市
博
物
館
　
二
〇
〇
六
年

『
街
道
今
昔
　
三
重
の
街
道
を
ゆ
く
』

千
枝
大
志
　
風
媒
社
　
二
〇
二
三
年

「
時
雨
蛤
」『
に
っ
ぽ
ん
伝
統
食
図
鑑
』（
農
林
水
産

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）　https://traditional-

foods.maff.go.jp/menu/shigurehamaguri

赤須賀神明社にある雷井戸
誤ってこの井戸に落ちて、閉じ込
められた雷さまが、出してもらう
代わりに、二度と赤須賀に雷を落
とさないと約束したという。

各務支考の肖像（渡辺崋
か

山
ざん

画『俳人肖像

真
しん

蹟
せき

』より）　＜出典：国立国会図書館デ

ジタルコレクション＞

蛤が踊っている状態で炊く「浮かし炊き」
＜撮影協力：総本家新之助貝新＞

専正寺内にある蛤墳

赤須賀にある蛤塚
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町
か
ら
浜
地
蔵

を
経

て
町
屋

川
が
揖
斐
川

に
注
ぎ
込

む

地
点
ま
で
六

㎞
以
上
続
い

て
い
ま
し
た
。

桑
名
湊
は
、

元げ
ん

禄ろ
く

期
（
一
六

八
八
～
一
七
〇

四
）
に
は
水
深

に
恵
ま
れ
波

も
穏
や
か
で
、

大
型
廻か

い

船せ
ん

の
繋け

い

留り
ゅ
う

に
適
し
て
お
り
、
米
や
諸
荷
物
を
湊
か
ら
積
み
出
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
木
曽
三
川
に
よ
る
土
砂

の
堆
積
の
た
め
に
次
第
に
水
深
が
浅
く
な
り
、
寛か

ん

政せ
い

（
一

七
八
九
～
一
八
〇
〇
）
頃
に
は
、
五
〇
〇
石
以
上
の
船

は
沖
に
停
泊
し
、
荷
揚
げ
は
瀬
取
船
と
い
う
小
船
に
積

み
替
え
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

三
．
美
濃
か
ら
江
戸
へ
の

　
　
御
城
米
輸
送
と
桑
名

寛か
ん

文ぶ
ん

十
二
（
一
六
七
二
）
年
、
伊
勢
国
度わ

た
ら
い会

郡
（
現

在
の
南
伊
勢
町
）
出
身
の
商
人
・
河
村
瑞ず

い

賢け
ん

は
、
最
上

川
流
域
の
幕
府
領
の
年
貢
米
（
御
城
米
）
の
江
戸
廻か

い

送そ
う

を
命
じ
ら
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
積
船
の
寄
港
地
を

設
定
す
る
な
ど
「
西
廻ま

わ

り
航
路
」
を
整
備
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
日
本
海
沿
岸
か
ら
瀬
戸
内
海
を
通
り
、
大

坂
、
そ
し
て
江
戸
ま
で
の
御
城
米
輸
送
の
安
全
が
図
ら

れ
ま
し
た
。

一
方
、
美
濃
に
は
多
く
の
幕
府
領
が
存
在
し
ま
し
た

が
、
美
濃
か
ら
の
御
城
米
は
、
木
曽
三
川
の
水
運
を
利

用
し
て
桑
名
湊
に
運
ば
れ
る
と
、
海
船
に
積
み
替
え
ら

れ
、
鳥
羽
湊
あ
る
い
は
小
浜
湊
を
経
て
、
そ
の
先
は
西

廻
り
航
路
と
同
じ
経
路
で
江
戸
へ
運
ば
れ
ま
し
た
。

小お

浜は
ま

湊
は
、
鳥
羽
湊
、
安あ

乗の
り

湊
と
と
も
に
、
伊
勢
湾

口
に
位
置
し
、
伊
勢
湾
内
の
諸
湊
か
ら
江
戸
・
大
坂
へ

地域の治水・利水

江戸時代の年貢米輸送と

桑名

江
戸
時
代
の
桑
名
は
、
東
海
道
の
宿
駅
で
あ
り
、
桑

名
藩
の
行
政
中
心
で
あ
っ
た
ほ
か
、
中
世
以
来
の
物
資

の
集
積
地
、
市
場
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
木
曽
三
川
が
伊
勢
湾
に
注
ぐ
河
口
に
位

置
す
る
、
桑
名
の
立
地
と
強
く
結
び
付
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
明
治
時
代
の
木
曽
三
川
改
修
や
鉄
道
開
通
な
ど

で
桑
名
の
水
運
で
の
優
位
は
失
わ
れ
、
現
在
の
私
た
ち

が
そ
の
こ
と
を
思
い
起
こ
す
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
桑
名
に
集
ま
っ
た
物
資
の
例
と
し
て
、

江
戸
時
代
の
年
貢
米
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
木

曽
三
川
を
下
っ
て
桑
名
に
運
ば
れ
て
き
た
年
貢
米
は
、

ど
の
よ
う
に
江
戸
ま
で
運
ば
れ
た
で
し
ょ
う
か
。
集

ま
っ
た
米
を
取
引
し
た
米
会
所
、
そ
の
伝
統
を
引
き
継

い
だ
明
治
時
代
の
米
商
会
所
（
米
穀
取
引
所
）
に
つ
い

て
も
取
り
上
げ
ま
す
。

『東海道分間絵図』に描かれた桑名　＜提供：三重県総合博物館＞

一
．
は
じ
め
に

中
世
以
来
、
桑
名
湊み

な
と

は
、
木
曽
三
川
流
域
と
伊
勢
湾

岸
地
域
の
結
節
点
と
し
て
、
木
材
・
米
を
は
じ
め
、
様
々

な
物
資
の
集
積
地
・
中
継
地
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
特
に
美
濃
の
幕
府
領
・
旗
本

領
か
ら
の
年
貢
米
（
御ご

城
じ
ょ
う

米ま
い

）
が
、
木
曽
三
川
を
利
用

し
た
水
運
に
よ
っ
て
桑
名
に
集
め
ら
れ
、
川
船
か
ら
海

船
に
積
み
替
え
ら
れ
、
江
戸
に
送
ら
れ
ま
し
た
。

大
規
模
に
米
が
集
積
し
た
桑
名
に
は
天て

ん

明め
い

四
（
一
七

八
四
）
年
、
米
会
所
が
開
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
米
会
所

は
明
治
以
降
、
名
称
や
組
織
を
変
え
つ
つ
も
、
昭
和
六

（
一
九
三
一
）
年
ま
で
続
き
、
お
よ
そ
一
五
〇
年
の
間
、

桑
名
の
経
済
的
繁
栄
の
象
徴
で
し
た
。

二
．
桑
名
の
「
蔵
前
」

桑
名
湊
に
集
め
ら
れ
た
米
を
納
め
る
た
め
の
蔵
は
船せ

ん

馬ば

町
ち
ょ
う

に
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
揖
斐
川
に
面
す
る
川

口
舟ふ

な

着つ
き

か
ら
西
へ
延
び
た
川
岸
通
り
に
沿
っ
た
街
区

で
、
西
半
の
西
船
馬
の
北
側
に
倉
庫
が
多
数
立
ち
並
ん

で
お
り
、
「
蔵
前
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
寛か

ん

永え
い

七

（
一
六
三
〇
）
年
に
松
平
隠お

岐き
の

守か
み

定さ
だ

行ゆ
き

が
こ
こ
を
開
発

し
ま
し
た
。

一
方
、
船
が
停
泊
す
る
場
所
は
、
幅
は
赤あ

か

須す

賀か

前
か

ら
長
島
の
葭
島
岸
ま
で
の
約
八
〇
〇
ｍ
、
長
さ
は
川
口船馬町の様子　＜出典：『久波奈名所図会』上巻＞

御城浜手と宮廻船　＜出典：『久波奈名所図会』中巻＞
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四
．
桑
名
の
米
会
所

桑
名
の
米
会
所
は
、
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
、
今い

ま

一い
っ

色し
き

の
市
岡
三
右
衛
門
ら
に
よ
り
、
桑
名
藩
の
許
可
を

得
て
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
会
所
は
最
初
、
吉よ

津つ

屋や

町
に

所
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
移
動
を
繰
り
返
し
、
天
保
期

（
一
八
三
〇
～
一
八
四
四
年
）
に
な
っ
て
殿
町
に
落
ち

着
き
ま
す
。

全
国
各
地
の
米
会
所
を
見
ま
す
と
、
西
廻
り
航
路
開

通
以
前
に
北
国
米
・
江
州
米
の
集
散
地
で
あ
っ
た
大
津

で
は
正

し
ょ
う

保ほ
う

元
（
一
六
四
四
）
年
に
成
立
し
て
い
ま
す
。

諸
藩
蔵
屋
敷
の
発
行
す
る
米
切
手
に
よ
っ
て
正

し
ょ
う

米ま
い

取
引

が
お
こ
な
わ
れ
た
大
坂
で
は
、
元
禄
十
（
一
六
九
七
）

年
頃
、
堂
島
米
市
場
が
成
立
し
、
享

き
ょ
う

保ほ
う

十
五
（
一
七
三

〇
）
年
に
は
堂
島
帳

ち
ょ
う

合あ
い

米ま
い

市
場
が
成
立
し
、
帳
合
米
取

引
（
延の

べ

売ば
い

買ば
い

）
が
幕
府
に
公
認
さ
れ
ま
し
た
。
各
地
の

米
会
所
で
は
、
藩
の
認
可
・
黙
認
の
も
と
で
、
正
米
取

引
と
並
ん
で
堂
島
相
場
に
準
拠
し
た
先
物
取
引
が
お
こ

な
わ
れ
、
桑
名
の
米
会
所
も
そ
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

桑
名
に
お
け
る
米
取
引
の
伝
統
は
明
治
以
降
も
続

き
、
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
、
桑
名
米
商
会
所
が
創

立
さ
れ
、
株
主
二
五
名
、
仲
買
人
三
〇
名
で
発
会
し
ま

す
。
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
は
仲
買
人
の
数
は

一
二
〇
名
余
り
に
達
し
ま
し
た
。

明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
の
西
南
戦
争
後
に
生
じ
た

激
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
期
、
桑
名
の
定
期
米

相
場
（
先
物
相
場
）
は
「
桑
名
の
夕
市
」
と
し
て
全
国

的
に
そ
の
名
が

知
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

桑
名

の
夕
市
の
市
況

は
、
翌
日
の
全

国
相
場
を
占
う

も
の
と
し
て
、

旗
振
り
通
信
に

よ
っ
て
ま
た
た

く
間
に
全
国
各

地
に
伝
え
ら
れ

ま
し
た
。

■
参
考
文
献

『
桑
名
市
史
　
本
編
』　
　
　
　
　
　
一
九
五
九
年

『
四
日
市
市
史
』
第
十
七
巻
　
通
史
編
近
世

一
九
九
九
年

『
三
重
県
史
』　
通
史
編
　
近
世
２
　
二
〇
二
〇
年

「
桑
名
港
の
「
み
な
と
文
化
」
」　
西
羽
晃

「
み
な
と
文
化
研
究
事
業
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
桑
名
の
歴
史
　
思
い
つ
く
ま
ま
」　
西
羽
晃

「
桑
名
散
歩
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
年
貢
米
を
運
ぶ
―
―
美
濃
国
幕
領
の
廻
米
輸
送

を
中
心
に
」　『
地
域
史
料
通
信
』
第
六
号
　
岐
阜

大
学
地
域
科
学
部
地
域
資
料
・
情
報
セ
ン
タ
ー

二
〇
一
四
年

『
町
衆
の
黄
金
時
代
を
築
い
た
桑
名
米
穀
取
引
所
史
』

水
谷
吉
兵
衛
著
　
西
羽
晃
編
集
・
発
行

二
〇
一
一
年

桑
名
の
相
場
師

た
ち
は
各
地
の
市

場
に
遠
征
し
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
東

京
へ
進
出
し
た
一

団
は
「
桑
店
」
と

呼
ば
れ
注
目
を
浴

び
、
相
場
で
大
儲も

う

け
を
し
て
桑
名
に

凱が
い

旋せ
ん

し
ま
し
た
。

「
桑
名
の
殿
さ
ん

　
時
雨
で
茶
々
漬
け

　
ヨ
イ
ト
ナ
」

と
謡
わ
れ
る
、
往
時
の
桑
名
の
繁
栄
を
伝
え
る
お
座
敷

唄
「
桑
名
の
殿
様
」
は
、
こ
う
し
た
米
商
会
所
の
相
場

師
が
「
殿
様
」
に
例
え
ら
れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

木
曽
三
川
改
修
や
鉄
道
開
通
等
に
よ
り
、
桑
名
が
米

の
集
散
地
と
し
て
の
役
割
を
失
っ
て
い
く
の
に
し
た
が
っ

て
、
桑
名
米
商
会
所
も
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。
桑
名
米

商
会
所
は
、
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
、
株
式
会

社
桑
名
米
穀
取
引
所
に
組
織
替
え
さ
れ
ま
す
が
、
昭
和

六
（
一
九
三
一
）
年
に
解
散
し
、
米
会
所
開
設
以
来
、

約
一
五
〇
年
に
わ
た
る
歴
史
に
幕
を
下
ろ
し
ま
し
た
。

出
航
す
る
際
の
結
節
地
で
あ
り
、
良
好
な
風か

ぜ

待ま
ち

湊
と
し

て
繁
栄
し
ま
し
た
。
寛
文
期
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三

年
）
以
降
、
小
浜
湊
は
美
濃
・
北
伊
勢
の
御
城
米
の
廻

船
の
指
定
湊
で
し
た
。
こ
こ
に
は
天て

ん

保ぽ
う

十
五
（
一
八
四

四
）
年
か
ら
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
ま
で
の
間
の
「
御

城
米
改

あ
ら
た
め
ち
ょ
う

帳
」
が
七
冊
残
さ
れ
て
お
り
、
小
浜
湊
に
寄
港

し
た
御
城
米
船
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
御
城
米
改
帳
」
の
記
録
に
よ
る
と
、
小
浜
湊
を
経

由
し
た
美
濃
・
北
伊
勢
の
御
城
米
の
積
み
出
し
港
は
、

約
八
〇
％
が
桑
名
湊
で
、
約
一
四
％
が
四
日
市
湊
で
し

た
。
こ
の
時
期
、
御
城
米
の
輸
送
は
桑
名
船
馬
町
の
敦

賀
屋
庄
右
衛
門
と
、
遠
江
掛か

け

塚つ
か

湊
（
現
在
の
静
岡
県
磐

田
市
）
の
高
塚
屋
伊
左
衛
門
の
二
人
の
廻
船
御ご

用よ
う

達た
し

が

船
を
差
配
し
て
い
ま
し
た
。
差
配
し
た
船
の
船
籍
地
は

掛
塚
が
も
っ
と
も
多
く
、
遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
の
諸
湊

が
中
心
で
し
た
。
運
送
を
担
う
御
城
米
船
は
当
時
の
一

級
廻
船
を
使
用
し
、
安
全
迅
速
に
任
務
遂
行
に
あ
た
っ

て
い
ま
し
た
。

御
城
米
の
積
み
出
し
元
は
、
御
城
米
船
に
便
乗
す
る

「
上う

わ

乗の
り

」
の
在
所
か
ら
お
お
よ
そ
、
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
左
図
を
参
照
）
。
彼
ら
の
仕
事
は
、
船
中
で
廻か

い

米ま
い

が
濡ぬ

れ
な
い
よ
う
大
切
に
扱
い
、
船
頭
や
水か

主こ

ら
に

不
法
な
行
為
が
な
い
よ
う
監
視
す
る
こ
と
で
し
た
。
美

濃
か
ら
積
み
出
さ
れ
る
御
城
米
は
す
べ
て
桑
名
湊
へ
運

ば
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
別
の
史
料
に
な
り
ま
す
が
、
美
濃
国
方か

た

県が
た

郡

河ご
う

渡ど

村
村
木
家
文
書
の
中
の
、
天
保
五
（
一
八
三
四
）

年
の
廻
米
に
関
す
る
史
料
か
ら
も
、
同
様
の
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
こ
の
年
の
、
江
戸
に
お
け
る
年
貢
納
入
の

担
当
者
で
あ
る
納

お
さ
め

庄
し
ょ
う

屋や

は
、
河
渡
村
の
村
木
忠
兵
衛
と
、

可
児
郡
長
瀬
村
の
若
尾
与
藤
次
で
し
た
。
御
城
米
を
川

舟
に
積
み
桑
名
へ
運
び
、
空
船
が
桑
名
に
入
港
次
第
、

積
み
込
ん
で
江
戸
に
送
り
ま
し
た
。
ふ
た
り
が
納
庄
屋

と
し
て
関
わ
っ
た
廻
米
船
は
二
二
艘そ

う

で
し
た
。
船
主
の

約
半
数
は
掛
塚
湊
の
人
で
し
た
。
こ
の
年
の
美
濃
・
伊

勢
の
廻
米
船
の
手
配
に
は
、
前
述
の
敦
賀
屋
庄
右
衛
門

と
高
塚
屋
伊
左
衛
門
が
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
が

各
国
の
廻か

い

船せ
ん

問ど
い

屋や

・
船
持
ち
へ
触
れ
を
出
し
、
廻
米
船

を
雇
っ
て
い
ま
し
た
。
廻
米
船
は
桑
名
を
出
帆
後
、
最

初
に
小
浜
湊
か
鳥
羽
湊
へ
入
津
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
、
そ
こ
か
ら
浦
賀
ま
で
の
経
路
は
、
そ
の
時
々
の
自

然
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
ま
し
た
。

桑名米穀取引所（新築への移転後）
＜出典：「明治百景―百年前の

三重県―」三重県発行＞

桑名を経由した美濃からの御城米の積み出し元
＜出典：『四日市市史』第17巻、pp.728-729の図を元に作成＞

天保５（1834）年廻米船の船主分布、入津地図
＜出典：「年貢米を運ぶ」p.６の図を一部改変＞

掛塚船を描いた船絵馬（白羽神社蔵。
明治26年）＜提供：磐田市歴史文書館＞
和船に西洋式の帆を組み合わせている。
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歴史記録

ケ
レ
ッ
プ
水
制
周
り
の
河か

道ど

う

の
変
遷
を
見
る
と
、
昭

和
三
十
八
（
一
九
六
三
）
年
に
は
明
治
改
修
か
ら
六
〇

年
余
り
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
初
意
図

し
た
低
水
路
が
明
確
に
は
形
成
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
に
は
砂
利
採
取
の

影
響
と
考
え
ら
れ
る
、
低
水
路
部
の
全
体
的
な
河か

床
し
ょ
う

低

下
が
生
じ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
堆た

い

積せ

き

土
砂
が
残
る
水
制
域
と
低
水
路
の
比

高
差
が
拡
大
し
、
流
れ
が
低
水
路
に
集
中
す
る
こ
と

で
、
低
水
路
は
さ
ら
に
低
下
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま

す
。本

編
で
は
、
こ
の
よ
う
な
木
曽
川
に
お
け
る
ケ
レ
ッ

プ
水
制
周
辺
の
河
道
の
変
遷
過
程
を
見
な
が
ら
、
水
制

の
効
果
や
影
響
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
ま
す
。

一
．
は
じ
め
に

木
曽
三
川
に
は
ケ
レ
ッ
プ
水
制
と
い
わ
れ
る
、
非
常

に
長
い
水
制
群
が
明
治
改
修
に
よ
っ
て
数
多
く
設
置
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
ケ
レ
ッ
プ
水
制
の
設
置
目
的
は
、
堤

防
に
接
す
る
流
速
を
抑
え
て
堤
防
を
保
護
す
る
こ
と
に

加
え
、
流
れ
を
河
道
中
央
に
集
中
さ
せ
、
河
床
に
土
砂

が
堆
積
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
舟

運
路
の
確
保
と
い
う
目
的
も
あ
り
ま
し
た
。

明
治
改
修
後
、
水
制
は
消
失
し
た
り
、
新
た
に
設
置

さ
れ
た
り
し
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ

う
な
目
的
に
対
し
て
、
ケ
レ
ッ
プ
水
制
は
そ
の
機
能
を

果
た
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
ケ
レ
ッ
プ
水
制
が
河
道
の
形
成
に
与
え
た

影
響
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。

二
．
ケ
レ
ッ
プ
水
制
周
り
の

　
　
河
道
の
変
遷

現
在
も
水
制
が
残
さ
れ
て
い
る
、
一
二
・
二
ｋ
か
ら

二
〇
・
〇
ｋ
の
河
道
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
図
１
は
国

土
交
通
省
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
が
定
期
的
に
実
施

し
て
い
る
二
〇
〇
ｍ
間
隔
の
横
断
測
量
成
果
よ
り
、
河

床
高
コ
ン
タ
ー
図
（
高
さ
が
同
じ
値
の
点
を
結
び
、
高

さ
ご
と
に
色
付
け
し
た
図
）
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

最
古
の
昭
和
三
十
八
（
一
九
六
三
）
年
か
ら
、
昭
和
五

木曽三川のケレップ水制　第三編

木曽三川のケレップ水制による
河床の変化

ケレップ水制（写真奥）と背割堤を保護した短い透過水制（手前）

図１　木曽川の河床高コンター図（12.2k～20.0k区間）
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ん
だ
結
果
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

四
．
航
空
写
真
か
ら
見
た
河
道

　
　
の
変
遷

河
床
形
状
の
変
化
に
つ
い
て
一
五
・
〇
ｋ
か
ら
二

二
・
〇
ｋ
ま
で
の
区
間

に
お
い
て
航
空
写
真
か

ら
見
た
の
が
図
４
で

す
。
昭
和
二
十
二
（
一

九
四
七
）
年
当
時
の
写

真
を
見
る
と
、
全
体
的

に
ケ
レ
ッ
プ
水
制
の
存

在
に
関
わ
ら
ず
、
網
状

の
砂さ

州す

の
形
成
が
認
め

ら
れ
、
川
幅
に
対
す
る

水
深
が
小
さ
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
上
流
側

で
は
湾
曲
の
影
響
で
水

制
間
に
砂
が
入
り
込
み

堆
積
し
て
い
る
様
子
が

見
ら
れ
ま
す
。
下
流
側

で
は
水
制
先
端
か
ら
の

水
は
ね
の
影
響
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
斜
め
の
稜

り
ょ
う

線せ
ん

が
見
ら
れ
ま
す
。

全
体
的
な
ケ
レ
ッ
プ

水
制
周
り
の
特
徴
と
し

て
、
ケ
レ
ッ
プ
水
制
の

下
流
側
に
堆
積
が
見
ら

れ
な
い
の
が
わ
か
り
ま

す
。

一
般
に
掃そ

う

流
り
ゅ
う

砂さ

（
河
床
付
近
を
移
動
す

る
流
砂
）
が
卓
越
す
る

河
床
変
動
実
験
で
は
、

水
制
先
端
か
ら
前
面
で

洗
掘
が
見
ら
れ
、
水
制

下
流
側
は
む
し
ろ
堆
積

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、

十
一
（
一
九
七
六
）
年
、
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
と

最
新
の
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
の
も
の
を
示
し

て
い
ま
す
。
昭
和
三
十
八
年
と
平
成
二
十
二
年
の
図
に

は
、
明
治
改
修
計
画
平
面
図
に
描
か
れ
て
い
る
水
制
を

赤
線
で
示
し
て
い
ま
す
。
白
い
破
線
の
水
制
は
現
在
撤

去
さ
れ
て
い
る
水
制
で
す
。
ま
た
、
青
線
で
示
し
た
水

制
は
明
治
改
修
後
に
設
置
さ
れ
た
不
透
過
水
制
で
あ

り
、
一
四
・
二
ｋ
か
ら
一
六
・
〇
ｋ
区
間
に
多
く
見
ら

れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
区
間
の
右
岸
側
に
は
短
い
杭く

い

出
し
水
制
が
数
多
く
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
三
十
八
（
一
九
六
三
）
年
の
河
床
高
を
見
る
と
、

一
二
・
二
ｋ
か
ら
一
三
・
〇
ｋ
付
近
ま
で
に
河
道
中
央

部
分
、
一
三
・
六
ｋ
か
ら
一
四
・
四
ｋ
付
近
の
左
岸
側
、

一
四
・
六
ｋ
か
ら
一
五
・
六
ｋ
及
び
一
六
・
六
ｋ
か
ら

一
七
・
六
ｋ
あ
た
り
の
右
岸
側
に
若
干
の
河
床
低
下
が

み
ら
れ
ま
す
が
、
水
制
設
置
区
間
と
低
水
路
部
と
も
に

Ｔ
．Ｐ
．〇
・
〇
～
一
・
〇
ｍ
程
度
で
水
制
域
と
主
流
域

の
高
低
差
は
あ
ま
り
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治
改
修

か
ら
六
〇
年
余
り
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

当
初
意
図
し
た
よ
う
な
低
水
路
が
明
確
に
形
成
さ
れ
て

お
ら
ず
、
低
水
路
に
流
れ
を
集
中
さ
せ
る
と
い
う
目
的

が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

時
間
の
経
過
と
と
も
に
前
述
の
河
床
低
下
が
見
ら
れ

た
箇
所
で
の
河
床
が
さ
ら
に
低
下
し
、
昭
和
五
十
一
（
一

九
七
六
）
年
で
は
低
水
路
部
の
全
体
的
な
河
床
低
下
が

生
じ
て
お
り
、
そ
の
後
、
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
に

か
け
て
局
所
的
な
洗せ

ん

掘く
つ

が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
ま
す
。
平
成
四
年
か
ら
平
成
二
十
二
（
二

〇
一
〇
）
年
に
か
け
て
は
大
き
な
変
化
が
な
く
、
平
成

二
十
二
年
に
は
平
均
的
に
Ｔ
．Ｐ
．マ
イ
ナ
ス
三
・
〇
ｍ
、

最
深
部
で
は
Ｔ
．Ｐ
．マ
イ
ナ
ス
五
・
〇
ｍ
と
な
っ
て
い

て
、
低
水
路
部
で
は
全
域
で
三
・
〇
ｍ
の
河
床
低
下
が

生
じ
、
比
高
差
が
生
じ
て
い
ま
す
。

水
制
と
の
関
係
で
み
る
と
、
左
岸
側
は
高こ

う

水す
い

敷じ
き

化
工

事
に
よ
り
一
四
・
二
ｋ
か
ら
一
六
・
二
ｋ
ま
で
の
短
い

水
制
群
は
埋
没
し
、
長
い
水
制
も
相
対
的
に
長
さ
は
短

く
な
っ
て
い
ま
す
。
河
床
が
低
下
し
た
こ
と
に
よ
り
、

水
制
群
に
よ
る
低
水
路
の
形
成
が
確
認
で
き
ま
す
が
、

明
治
改
修
計
画
平
面
図
に
描
か
れ
て
い
る
低
水
路
法
線

と
河
床
最
深
部
を
比
較
す
る
と
、
ず
れ
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
湾
曲
の
下
流
側
に
お
い
て
水
制
先
端
か
ら
水

制
域
内
に
か
け
て
洗
掘
が
発
生
し
て
い
る
た
め
で
す
。

水
制
が
あ
る
場
合
、
河
岸
に
及
ぶ
洗
掘
は
避
け
ら
れ
ま

す
が
、
水
制
が
な
い
場
合
、
ま
た
は
長
さ
が
短
い
場
合

は
、
洗
掘
が
河
岸
に
ま
で
達
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
一
部
の
水
制
は
撤
去
さ
れ
て
お
り
、
河
岸
付
近

に
洗
掘
が
発
生
し
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

右
岸
側
で
は
、
明
治
改
修
計
画
に
お
け
る
水
制
だ
け
で

は
河
岸
の
洗
掘
が
危き

惧ぐ

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
水
制
群
を

設
置
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

一
方
、
さ
ら
に
上
流
の
一
九
・
二
ｋ
か
ら
二
四
・
四

ｋ
区
間
の
河
床
高
の
変
遷
を
昭
和
三
十
八
（
一
九
六
三
）

年
と
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
に
つ
い
て
図
２
に

示
し
ま
す
。
図
１
と
同
様
に
、
明
治
改
修
計
画
平
面
図

に
描
か
れ
て
い
る
水
制
を
赤
線
で
、
明
治
改
修
後
に
設

置
さ
れ
た
水
制
を
青
線
で
示
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も

や
は
り
昭
和
三
十
八
年
で
は
明
確
な
低
水
路
の
形
成
は

見
ら
れ
ま
せ
ん
。

平
成
二
十
二
年
に
な
る
と
、
右
岸
側
水
制
設
置
区
間

で
は
水
制
先
端
に
沿
っ
て
河
床
低
下
が
見
ら
れ
、
二
二
・

〇
ｋ
よ
り
上
流
側
で
は
、
ほ
ぼ
計
画
低
水
路
法
線
に

沿
っ
た
低
水
路
の
形
成
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
下
流
で

は
低
水
路
位
置
に
ず
れ
が
見
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
二
二
・

六
ｋ
に
明
治
改
修
後
に
設
置
さ
れ
た
水
制
先
端
付
近
か

ら
下
流
に
局
所
的
な
洗
掘
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
二
二
・

〇
ｋ
よ
り
下
流
で
は
明
治
改
修
時
の
水
制
で
は
間
隔
が

広
す
ぎ
る
と
考
え
て
か
中
間
に
新
た
に
水
制
を
設
置
し

て
い
ま
す
。

三
．
木
曽
川
の
河
床
低
下
に

　
　
つ
い
て

図
３
に
昭
和
三
十
八
（
一
九
六
三
）
年
の
河
床
高
か

ら
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
の
河
床
高
を
差
し
引

い
た
河
床
高
変
化
量
の
コ
ン
タ
ー
図
を
示
し
ま
す
。
こ

れ
を
見
る
と
、
右
岸
の
水
制
域
外
の
領
域
で
、
ほ
ぼ
全

域
に
わ
た
っ
て
、
二
ｍ
以
上
の
河
床
低
下
が
見
ら
れ
ま

す
。
ま
た
水
制
域
で
は
、
河
床
高
が
維
持
さ
れ
て
い
る

か
、
〇
・
五
ｍ
か
ら
一
ｍ
程
度
の
堆
積
も
見
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
河
床
低
下
は
、
骨こ

つ

材ざ
い

（
セ
メ
ン
ト
に
混
ぜ

て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
を
作
る
補
充
材
料
）
利
用
に
よ

る
砂
利
採
取
、
ダ
ム
の
建
設
等
に
よ
る
上
流
域
か
ら

の
供
給
土
砂
量
の
低
減
等
が
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、
水
制
設
置
後
数
多
く
の
発
電

用
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
規
模
の
大
き
な
も

の
と
し
て
は
、
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
建
設
の

丸
山
ダ
ム
と
昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）
年
建
設
の
牧

尾
ダ
ム
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ダ
ム
が
河
床
低
下
に

及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
十
分
把
握
さ
れ
て
い
る
と

は
言
え
ま
せ
ん
が
、
そ
の
影
響
は
後
述
の
砂
利
採
取
の

影
響
に
く
ら
べ
て
小
さ
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
、

砂
利
採
取
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
七
（
一
九
七
二
）

年
か
ら
昭
和
五
十
八
（
一
九
八
三
）
年
に
か
け
て
は
二

〇
万
～
三
〇
万
㎥
／
年
程
度
で
、
採
取
場
所
は
一
〇
・

〇
ｋ
か
ら
一
三
・
〇
ｋ
区
間
と
一
九
・
〇
ｋ
か
ら
二
二
・

〇
ｋ
区
間
に
多
く
集
中
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
平
成

二
（
一
九
九
〇
）
年
ま
で
砂
利
採
取
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
量
は
五
万
～
七
万
五
千
㎥
／
年
と
激
減
し
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
図
１
に
示
し
た
区
間
で

は
下
流
端
と
上
流
端
以
外
で
は
直
接
砂
利
採
取
が
行
わ

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
下
流
の
河
床
低
下
が
上
流
へ
及

図２　木曽川の河床高コンター図（19.2k～24.4k区間）

図３　河床高変化量のコンター図（昭和38年と平成22年の差分）
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ｋ
に
か
け
て
の
区
間
に
は
河
岸
に
短
い
透
過
水
制
が
設

置
さ
れ
て
お
り
、
背せ

割わ
り

堤て
い

の
保
護
の
必
要
性
が
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
水
制
間
の
地
形
の
発
達

に
つ
い
て
そ
の
河
口
か
ら
の
距
離
も
関
係
し
て
お
り
、

上
流
域
で
は
水
制
域
が
露
出
す
る
頻
度
が
高
く
、
植
生

の
進
入
が
容
易
に
な
る
の
に
対
し
、
下
流
側
で
は
、
水

制
域
の
露
出
す
る
頻
度
が
低
く
、
ま
た
潮

ち
ょ
う

汐せ
き

の
影
響
を

受
け
、
流
れ
が
変
化
し
た
り
、
塩
分
の
遡そ

上
じ
ょ
う

が
あ
っ
た

り
す
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
段
階
で
も
ケ
レ
ッ
プ
水
制
下
流
に
洗
掘

が
見
ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
洗
掘
域
は

水
制
直
下
流
か
ら
さ
ら
に
下
流
へ
と
発
達
し
て
い
る
点

は
異
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
ま
す
。

令
和
三
（
二
〇
二
一
）
年
の
写
真
で
は
、
水
制
域
の

基
本
的
な
堆
積
特
性
に
は
大
き
な
変
化
は
な
く
、
さ
ら

に
樹
林
化
が
進
行
し
、
水
制
間
に
堆
積
し
た
土
砂
上
に

樹
林
が
発
達
し
て
い
ま
す
。
一
七
・
六
ｋ
よ
り
下
流
で

は
一
部
を
除
き
堆
積
が
少
な
い
状
況
で
す
。

下
が
進
行
し
た
た
め
、
堆
積
土
砂
が
残
る
水
制
域
と
低

水
路
の
比
高
差
が
拡
大
し
、
流
れ
が
低
水
路
に
集
中
し

掃
流
力
が
増
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
低
水
路
は
さ
ら
に

低
下
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
高
水
敷
化

し
た
水
制
間
へ
の
土
砂
堆
積
が
進
み
、
一
部
区
域
で
植

生
の
定
着
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
低
水
路
内

に
は
顕
著
な
砂
州
は
見
ら
れ
ず
、
昭
和
二
十
二
（
一
九

四
七
）
年
に
比
べ
水

深
が
深
く
な
っ
た
と

想
定
さ
れ
、
低
水
路

内
で
は
網
状
の
河
床

形
態
か
ら
交
互
砂

州
（
左
右
交
互
に
周

期
的
に
出
現
し
た
砂

州
）
に
変
化
し
て
い

ま
す
。

一
方
、

一

七
・
六
ｋ
よ
り
下
流

で
は
水
制
間
の
土
砂

堆
積
が
少
な
く
、
水

制
間
に
流
れ
が
侵
入

し
て
い
る
よ
う
に
見

え
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
水
制
間
の
流
れ
は

河
道
の
湾
曲
と
密
接

な
関
係
が
あ
り
、
湾

曲
の
内
岸
側
に
あ
た

る
一
七
・
六
ｋ
か
ら

二
〇
・
〇
ｋ
区
間
で

は
水
制
間
に
土
砂
が

堆
積
し
て
い
る
の
に

対
し
、
こ
れ
よ
り
下

流
で
は
湾
曲
の
外
岸

側
に
あ
た
る
た
め
、

水
制
間
の
流
れ
が
抑

制
さ
れ
ず
堆
積
が
進

ま
な
か
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
よ

く
み
る
と
、
一
五
・

〇
ｋ
か
ら
一
八
・
〇

浮ふ

遊ゆ
う

砂さ

（
水
中
を
浮
流
し
な
が
ら
流
下
す
る
細
か
い
土

砂
）
が
卓
越
す
る
場
合
は
、
水
制
の
頂
部
を
越
流
す
る

流
れ
の
は
く
離
に
よ
る
横
断
方
向
軸
を
持
つ
渦
に
よ
っ

て
砂
が
巻
き
上
げ
ら
れ
る
現
象
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の

渦
に
よ
っ
て
水
制
下
流
が
堆
積
し
な
い
も
の
と
推
測
さ

れ
ま
す
。

昭
和
五
十
三
（
一
九
七
八
）
年
に
な
る
と
、
河
床
低

こ
れ
よ
り
上
流
で
、
湾
曲
部
の
下
流
に
当
た
る
、
密

に
水
制
が
設
置
さ
れ
て
い
た
二
二
・
六
ｋ
か
ら
二
四
・

四
ｋ
区
間
の
現
在
の
状
況
を
図
５
に
示
し
ま
す
。
こ
の

区
間
は
湾
曲
部
外
岸
側
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
水
制
群
の

上
流
側
は
土
砂
が
堆
積
し
樹
木
が
繁
茂
し
、
水
制
は
埋

没
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
二
三
・
二
ｋ
～

二
三
・
六
ｋ
で
は
水
制
間
に
堆
積
が
な
く
水
域
が
認
め

ら
れ
ま
す
が
、
背
割
堤
は
水
制
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
堤
防
保
護
の
目
的
で
水
制
間
隔

と
水
制
長
の
比
を
小
さ
く
し
た
も
の
で
、
目
的
に
よ
っ

て
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

五
．
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
木
曽
川
に
お
け
る
ケ
レ
ッ
プ
水
制

周
辺
の
河
道
の
変
遷
と
水
制
の
効
果
に
つ
い
て
見
て
き

ま
し
た
。
ケ
レ
ッ
プ
水
制
の
位
置
と
河
道
の
湾
曲
の
関

係
や
水
制
間
隔
に
よ
る
違
い
な
ど
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、
河
道
の
変
遷
過
程
に
お
い
て
は
、
自
然
現
象
だ

け
で
な
く
、
人
為
的
な
作
用
も
影
響
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。

図４　航空写真からみた水制間の河床の変化（15.0k～22.0k区間）＜国土交通省木曽川下流河川事務所提供＞

図５　現在の背割堤付近の河道状態（22.6k～24.4k）
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研究資料

豊臣秀吉と桑名
桑名市役所産業振興部　観光課主幹 兼 六華苑長

石神教親

豊
臣
秀
吉
ほ
ど
毀き

誉よ

褒ほ

う

貶へ

ん

の
激
し
い
人
は
、
他
に
い

な
い
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
出
自
も
は
っ
き
り
せ

ず
、
生
ま
れ
た
年
も
天て

ん

文ぶ

ん

五
（
一
五
三
六
）
年
説
と
天

文
六
年
説
が
あ
る
。
天
下
人
に
な
っ
て
か
ら
の
諸
政
策

は
必
ず
学
校
の
授
業
で
習
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
史
料

で
確
認
で
き
る
初
見
は
永え

い

禄ろ

く

八
（
一
五
六
五
）
年
で
、

天
文
六
年
生
ま
れ
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
二
十
九
歳
か
ら

の
こ
と
し
か
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
つ

い
て
は
、
後
に
記
さ
れ
た
記
録
な
ど
を
も
と
に
辿た

ど

る
し

か
な
く
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
尾
張
国
に
生
ま
れ
、

若
い
こ
ろ
か
ら
織
田
信
長
に
仕
え
て
い
た
こ
と
ぐ
ら
い

で
あ
る
。
史
料
上
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

の
秀
吉
の
痕
跡
は
、
こ
の
地
域
に
い
く
つ
か
残
っ
て
お

り
、
そ
の
一
端
を
紐ひ

も

解
く
こ
と
で
、
天
下
人
秀
吉
と
桑

名
の
つ
な
が
り
を
瞥べ

っ

見け

ん

し
た
い
。

一
．
は
じ
め
に

豊
臣
秀
吉
（
写
真
１
）
は
、
尾
張
国
愛
知
郡
中
村
（
現

在
の
名
古
屋
市
中
村
区
）
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
（
清

須
説
も
あ
る
）
。
伊
勢
国
の
最
北
部
に
位
置
す
る
桑
名

と
は
、
直
線
距
離
で
約
五
〇
㎞
し
か
離
れ
て
い
な
い
。

秀
吉
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
貧
し
い
農
家
の
出
身
だ
っ

た
と
さ
れ
る
一
方
、
商
人
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

も
し
商
人
で
あ
っ
た
な
ら
、
中
世
に
は
「
十
楽
の
津
」

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
商
業
都
市
と
し
て
賑に

ぎ

わ
っ
て
い
た

桑
名
の
こ
と
は
、
し
っ
か
り
と
認
識
さ
れ
て
い
た
だ
ろ

う
。
ま
た
、
秀
吉
の
母
は
浄
土
真
宗
門
徒
だ
っ
た
と
さ

れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
真
宗
の
一
大
拠
点
で
あ
っ

た
長
島
願
証
寺
の
こ
と
は
若
い
こ
ろ
か
ら
知
っ
て
い
た

だ
ろ
う
。

後
に
天
下
人
と
な
る
豊
臣
秀
吉
は
、
今
の
桑
名
市
域

（
以
後
、
単
に
桑
名
と
の
み
記
す
）
に
確
実
に
痕
跡
を

残
し
て
お
り
、
今
回
は
そ
の
様
子
を
紐
解
き
、
桑
名
が

地
政
学
的
に
ど
の
よ
う
な
場
所
だ
っ
た
の
か
を
見
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
秀
吉
の
名
は
時
期
に

よ
っ
て
変
わ
る
が
、
煩
雑
に
な
る
た
め
こ
こ
で
は
「
豊

臣
秀
吉
」
を
用
い
る
。
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
「
と
よ

と
み
ひ
で
よ
し
」
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
「
と
よ
と
み

の
ひ
で
よ
し
」
と
す
る
の
が
正
し
い
と
す
る
見
解
も

あ
る
。二

．
攻
撃
対
象
と
し
て
の
桑
名

桑
名
は
、
幾
度
と
な
く
豊
臣
秀
吉
の
攻
撃
を
受
け
る
。

最
初
は
、
秀
吉
が
織
田
信
長
の
家
臣
と
し
て
仕
え
、
様
々

な
合
戦
に
参
加
す
る
中
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
因ち

な

み
に
、

令
和
六
（
二
〇
二
四
）
年
は
織
田
信
長
生
誕
四
九
〇
年

で
あ
る
し
、
信
長
と
熾し

烈れ
つ

な
戦
い
を
繰
り
広
げ
た
長
島

一
向
一
揆
が
終
結
し
て
四
五
〇
年
の
節
目
と
な
る
。

長
島
一
向
一
揆
と
信
長
の
争
い
は
、
元げ

ん

亀き

元
（
一
五

七
〇
）
年
に
長
島
願
証
寺
を
は
じ
め
と
し
た
一
揆
勢
が

織
田
方
の
拠
点
で
あ
っ
た
小こ

木き

江え

城
（
現
在
の
愛
知
県

愛
西
市
）
を
攻
撃
し
、
信
長
の
弟
信の

ぶ

興お
き

を
自じ

刃じ
ん

に
追
い

込
む
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
時
期
、
す
で
に
尾
張

国
・
美
濃
国
を
領
有
し
、
京
へ
と
進
出
し
て
い
た
信
長

に
と
っ
て
は
手
痛
い
打
撃
と
な
っ
た
。
浄
土
真
宗
勢
力

の
一
大
拠
点
と
な
っ
て
い
た
願
証
寺
は
、
木
曽
三
川
の

河
口
部
に
位
置
し
、
容
易
に
手
出
し
で
き
な
い
エ
リ
ア

で
あ
っ
た
。
本
山
の
本
願
寺
と
信
長
は
、
当
初
良
好
な

関
係
を
築
い
て
い
た
が
、
戦
費
の
徴
収
な
ど
過
度
な
要

求
に
反
発
し
、
顕け

ん

如に
ょ

上
し
ょ
う

人に
ん

は
対
決
を
指
示
し
た
の
で
あ

る
。
門
主
の
一
族
が
入
寺
し
、
伊
勢
国
・
尾
張
国
・
美

濃
国
の
門
徒
を
束
ね
る
長
島
願
証
寺
が
中
心
と
な
っ
て

攻
撃
を
行
っ
た
。

そ
れ
に
対
す
る
信
長
の
長
島
攻
め
は
三
回
に
わ
た

り
、
『
信し

ん

長
ち
ょ
う

公こ
う

記き

』
の
中
で
秀
吉
が
は
っ
き
り
と
戦
場

に
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
が
、
天て

ん

正
し
ょ
う

元
（
一
五
七

三
）
年
の
二
回
目
の
長
島
攻
め
で
あ
る
。
こ
の
時
、
大

垣
か
ら
養
老
山
地
沿
い
を
南
下
す
る
信
長
の
本
隊
は
、

「
大
田
之
城
」（
海
津
市
南
濃
町
太
田
）
に
ま
ず
陣
取
っ

た
（
写
真
２
）
。

写真１　豊臣秀吉画像（享保６（1721）年　藤原邦信（狩
か の う

野随
ずい

川
せん

）筆）
＜提供：名古屋市秀吉清正記念館＞

写真２　太田城（「大田之城」）があったとされる盤
はん

若
にゃ

谷
だに

から見た長島）
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で
あ
る
。
長
島
一
向
一
揆
が
終
わ
る
と
信
長
は
、
滝
川

一か
ず

益ま
す

に
北
伊
勢
の
支
配
を
任
せ
、
滝
川
は
長
島
城
を
居

城
と
し
て
い
た
。
本
能
寺
の
変
の
後
に
お
こ
っ
た
織
田

家
中
に
お
け
る
主
導
権
争
い
で
、
滝
川
は
柴し

ば

田た

勝か
つ

家い
え

方

に
つ
い
た
た
め
、
秀
吉
に
攻
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
秀
吉
は
、
南
か
ら
北
上
し
て
、
滝
川
が
治

め
る
桑
名
城
の
外
構
え
ま
で
攻
め
込
ん
で
い
る
。
賤
ヶ

岳
の
戦
い
は
秀
吉
の
勝
利
に
終
わ
り
、
滝
川
一
益
は
領

地
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
変
わ
っ
て
北
伊
勢
を
領
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
信
長
の
息
子
織
田
信の

ぶ

雄か
つ

で
、
信

雄
も
長
島
城
を
居
城
と
し
て
、
尾
張
・
伊
勢
・
伊
賀
を

領
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

賤
ヶ
岳
の
戦
い
で
は
、
秀
吉
と
信
雄
の
関
係
は
良
好

で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
悪
化
し
起
こ
っ
た
の
が
天
正
十

二
（
一
五
八
四
）
年
の
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
で
あ
っ

た
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
小
牧
・
長
久
手
の

戦
い
は
、
桑
名
で
始
ま
り
桑
名
で
終
わ
っ
た
合
戦
だ
っ

た
。
合
戦
の
名
称
は
、
中
身
を
す
べ
て
現
わ
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
注
意
を
要
す
る
。
天
正
十
一
年
と

十
二
年
に
起
こ
っ
た
二
つ
の
合
戦
が
い
い
例
で
あ
る
。

天
正
十
二
（
一
五
八
四
）
年
の
戦
い
で
は
、
木
曽
三

川
流
域
の
幅
広
い
エ
リ
ア
で
戦
い
が
行
わ
れ
、
桑
名
は

秀
吉
方
に
攻
め
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
桑
名
に
は
徳

川
家
康
か
ら
派
遣
さ
れ
た
応
援
部
隊
も
入
っ
た
。
し
か

し
、
秀
吉
方
の
激
し
い
攻
勢
に
耐
え
切
れ
ず
、
信
雄
は

十
一
月
に
停
戦
す
る
こ
と
と
な
り
、
講
和
が
結
ば
れ
た

の
が
桑
名
の
矢や

田だ

磧
が
わ
ら

で
あ
っ
た
（
詳
し
い
場
所
は
不
明

で
あ
る
が
、
今
も
市
内
に
は
矢
田
磧
と
い
う
地
名
が

残
っ
て
い
る
。
図
２
）
。
結
果
と
し
て
、
信
雄
の
領
地

は
削
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
伊
賀
と
南
勢
地
域
を
失

い
尾
張
と
北
伊
勢
の
み
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
領

地
も
天
正
十
八
（
一
五
九
〇
）
年
に
秀
吉
の
怒
り
を
買

い
、
改
易
さ
れ
て
い
る
。
北
伊
勢
は
秀
吉
の
直
轄
領
と

な
る
が
、
長
島
だ
け
は
尾
張
国
を
支
配
す
る
豊
臣
秀ひ

で

次つ
ぐ

の
領
地
と
な
る
。

三
．
物
流
拠
点
と
し
て
の
桑
名

少
し
時
間
を
も
ど
す
こ
と
に
す
る
。
長
島
一
向
一
揆

『
信
長
公
記
』
天
正
元
年
九
月
廿
四
日
・
廿
五
日
・

廿
六
日

九
月
廿
四
日
、
北
伊
勢
ニ
至
而
信
長
御
馬
を
被

出
、
其
日
ハ
大お

お

柿が
き

之
城
御
泊
、
廿
五
日
、
大
田
之

城
小
稲
葉
山
に
御
陣
取
、
江ご

う

州
し
ゅ
う

衆
者
は
つ
ふ
（
八は

っ

風ぷ
う

）
・
お
ふ
ぢ
畑
打
越
、
廿
六
日
、
桑
名
表
人
数

打
出
候
、
西に

し

別べ
っ

所し
ょ

一
揆
楯
籠
候
を
、
佐
久
間
右う

衛え

門も
ん

（
信の

ぶ

盛も
り

）
・
羽は

柴し
ば

筑ち
く

前ぜ
ん

（
豊
臣
秀
吉
）
・
蜂
屋
兵

庫
頭
（
頼よ

り

隆た
か

）
・
丹に

羽わ

五ご

郎ろ
う

左ざ

衛え

門も
ん

（
長な

が

秀ひ
で

）、
四

人
と
し
て
取
懸
攻
破
、
数
多
被
切
捨
候

近
江
国
か
ら
八
風
峠
を
越
え
て
東
進
す
る
別
動
隊
に

（
図
１
）、
佐
久
間
信
盛
・
蜂
屋
頼
隆
・
丹
羽
長
秀
ら
と

と
も
に
秀
吉
が
所
属
し
、
西
別
所
に
立
て
籠
も
る
一
揆

勢
を
攻
め
破
っ
て
い
る
。
信
長
の
い
る
本
隊
は
、
堺

さ
か
い

の

片
岡
や
深ふ

か

谷や

部べ

の
近
藤
な
ど
の
城
を
攻
め
落
と
し
て
い

る
。
こ
の
時
の
攻
撃
は
、
揖
斐
川
を
越
え
て
直
接
願
証

寺
を
攻
め
る
こ
と
は
な
く
、
大
垣
方
面
へ
引
き
上
げ
る

途
中
で
、
一
回
目
の
長
島
攻
め
の
時
と
同
様
に
、
養
老

山
地
側
か
ら
一
揆
勢
に
攻
撃
さ
れ
、
大
き
な
被
害
を
出

し
て
い
る
。

天
正
二
（
一
五
七
四
）
年
に
お
け
る
三
回
目
長
島
攻

め
で
は
、
伊
勢
湾
の
諸
港
か
ら
船
を
徴
発
し
て
海
上
封

鎖
を
行
い
、
徹
底
的
な
殲せ

ん

滅め
つ

戦
が
行
わ
れ
た
。
一
揆
方

の
死
者
は
数
万
に
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
時
、
秀

吉
が
合
戦
に
加
わ
っ
た
か
は
『
信
長
公
記
』
に
記
載
が

な
く
、
別
の
地
域
で
の
戦
い
に
臨
み
、
戦
勝
報
告
の
た

め
に
長
島
攻
め
の
信
長
の
下
を
訪
れ
て
い
る
。

次
に
、
桑
名
が
攻
撃
対
象
に
な
っ
た
の
が
、
天
正
十

一
（
一
五
八
三
）
年
に
起
こ
っ
た
賤し

ず

ヶが

岳た
け

の
戦
い
の
時

よ
り
も
前
に
、
旧
桑
名
市
域
は
織
田
信
長
の
領
地
と

な
っ
て
い
た
。
永
禄
十
（
一
五
六
七
）
年
、
美
濃
国
を

手
中
に
収
め
た
信
長
は
伊
勢
国
へ
と
侵
攻
し
、
北
伊
勢

を
領
有
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
信
長
は
、
願
証
寺
を
攻

め
滅
ぼ
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
、
ま
だ
信
長

と
本
願
寺
は
敵
対
関
係
に
は
な
か
っ
た
。
触
れ
る
必
要

が
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
置
い
て
お
き
た
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
織
田
信
雄
が
改
易
さ
れ
る
前
、
天
正
十

八
（
一
五
九
〇
）
年
の
小
田
原
北
条
攻
め
に
あ
た
り
、

桑
名
か
ら
兵

ひ
ょ
う

粮ろ
う

な
ど
を
前
線
へ
送
る
よ
う
に
指
示
し
た

古
文
書
が
残
っ
て
い
る
（
川
口
家
文
書
）
。
送
る
先
は

駿す
る

河が

国
三
枚
橋
（
現
在
の
静
岡
県
沼
津
市
）
で
、
こ
こ

が
豊
臣
方
の
物
資
の
集
積
地
と
な
っ
て
い
た
。
木
曽
三

川
流
域
の
物
流
拠
点
で
あ
っ
た
桑
名
は
、
豊
臣
政
権
に

と
っ
て
も
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
。

同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
秀
吉
朱

印
状
を
桑
名
市
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
（
写
真
３
）
。

豊
臣
政
権
期
の
桑
名
や
北
伊
勢
に
関
す
る
文
書
は
数
少

な
く
、
同
時
期
の
歴
史
像
を
示
す
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
家
臣
の
天あ

ま

野の

周す
お
う
の
か
み

防
守
雄か

つ

光み
つ

に
宛
て
た
も
の

図２　講和を結ぶため矢田磧に滞陣する豊臣秀吉軍（左）と
織田信雄軍（右） ＜出典：『久波奈名所図会』中巻＞

図１　天正元（1573）年長島一向一揆における織田方進軍図
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然
者
米
在
之
間
於
彼

地
番
之
事
可
申
付
候

右
八
木
従
濃
州
積
下
候

川
舟
事
不
寄
小
舩

付
立
情
を
入
可
申
付
候

惣
別
情
之
入
候
儀

被
知
召
候
故
如
此

被
仰
付
候
条
弥
不
可

有
由
断
候
義
専
一
候

猶
石
田
治
部
少
輔
可
申
候
也

極
月
三
日
（
朱
印
）

「（
ウ
ワ
書
）

天
野
周
防
守
と
の
へ
」

他
に
桑
名
を
経
由
し
て
運
ば
れ
た
も
の
が
、
木
曽
山

の
木
材
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮

に
あ
た
っ
て
木
曽
山
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
木
材
は
桑
名

を
経
由
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
令
和
十
五
（
二
〇

三
三
）
年
の
遷
宮
で
使
用
さ
れ
る
木
材
を
迎
え
る
神
事

が
令
和
七
（
二
〇
二
五
）
年
六
月
に
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
豊
臣
秀
吉
と
の
関
わ
り
で
分
か
る
の
が

で
、
秀
吉
の
署
名
は
な
く
朱
印
の
み
が
押
印
さ
れ
て
い

る
。
折
紙
形
式
で
、
様
式
か
ら
天
正
年
間
後
半
か
ら
秀

吉
の
亡
く
な
る
慶け

い

長
ち
ょ
う

三
（
一
五
九
八
）
年
ま
で
の
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
羽
柴
下

し
も
う
さ
の総

守か
み

（
滝
川

雄か
つ

利と
し

）
に
命
じ
た
米
二
万
石
を
入
れ
る
蔵
を
用
意
し
て

早
急
に
米
の
搬
入
を
申
し
付
け
た
も
の
で
、
天
野
に
は

当
地
で
の
米
の
番
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
美
濃

国
か
ら
積
み
出
し
た
米
を
小
船
で
桑
名
へ
運
ぶ
こ
と
に

も
精
を
出
す
よ
う
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
朝
鮮

出
兵
開
始
直
前
の
天
正
十
九
（
一
五
九
一
）
年
の
可
能

性
が
高
く
、
桑
名
が
朝
鮮
出
兵
に
際
し
て
、
美
濃
国
か

ら
の
兵
粮
米
（
史
料
に
「
八
木
」
と
あ
る
の
が
「
米
」

の
こ
と
）
の
集
積
場
所
と
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
豊

臣
政
権
下
で
の
桑
名
の
様
子
が
わ
か
る
重
要
な
文
書
で

あ
る
。

急
与
被
仰
出
候
最
前
羽
柴

下
総
守
ニ
申
付
候
桑
名
ニ
テ

八
木
弐
万
石
可
入
置
蔵
之

儀
無
由
断
可
令
用
意
候

火
急
ニ
八
木
可
相
寄
候

『
太た

い

閤こ
う

記き

』
に
記
さ
れ
た
東
山
大
仏
殿
（
方
広
寺
。
図

３
）
建こ

ん

立
り
ゅ
う

の
記
載
で
あ
る
。
こ
の
時
、
全
国
の
大
名
に

対
し
て
木
材
の
献
納
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
伊
勢
・
尾

張
・
美
濃
の
人
々
は
木
曽
山
か
ら
木
材
を
切
り
出
し
、

河
に
流
し
、
桑
名
に
お
い
て
大
船
に
積
み
込
み
、
紀
伊

半
島
を
回
っ
て
大
坂
ま
で
運
ん
で
い
る
。
大
仏
殿
は
天

正
十
九
（
一
五
九
一
）
年
五
月
か
ら
工
事
が
始
ま
り
、

文ぶ
ん

禄ろ
く

二
（
一
五
九
三
）
年
九
月
に
上
棟
、
文
禄
四
（
一

五
九
五
）
年
に
完
成
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
豊
臣
秀
吉
に
と
っ
て
桑
名
は
物
流
の

拠
点
と
し
て
重
要
な
位
置
を
持
ち
続
け
た
。
元
を
た
ど

れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
浄
土

真
宗
の
一
大
拠
点
と
な
り
、
信
長
が
手
に
入
れ
た
い
場

所
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

四
．
お
わ
り
に

尾
張
国
中
村
で
生
を
受
け
た
豊
臣
秀
吉
は
、
貧
し
い

身
か
ら
立
身
出
世
し
て
天
下
人
に
ま
で
昇
り
つ
め
た
。

そ
の
過
程
で
、
桑
名
は
た
び
た
び
登
場
し
て
く
る
の
で

あ
る
。
前
半
で
は
、
攻
撃
対
象
と
し
て
何
度
も
戦
火
を

被
る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
桑
名
は
、
古
代
か
ら

木
曽
三
川
の
河
口
部
に
位
置
し
て
伊
勢
湾
の
海
上
交
通

と
つ
な
が
り
、
陸
路
で
は
東
海
道
が
と
お
り
美
濃
国
や

近
江
国
へ
と
つ
な
が
る
道
も
あ
る
交
通
の
要
衝
で
あ
っ

た
。
桑
名
は
、
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
と
い
っ
た
天
下

人
が
欲
す
る
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

豊
臣
政
権
が
短
命
で
終
わ
っ
た
た
め
、
江
戸
時
代
に

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
評
価
は
大
き
く
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
。
合
戦
全
体
と
し
て
は
秀
吉
の
勝
利
で
あ
っ
た

が
、
局
地
的
な
勝
利
で
し
か
な
か
っ
た
長
久
手
で
の
合

戦
が
顕
彰
さ
れ
た
こ
と
で
、
合
戦
の
始
ま
り
と
終
結
の

地
で
あ
る
は
ず
の
桑
名
は
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
が
桑
名
で
も
戦

わ
れ
た
と
言
っ
て
も
、
誰
も
ピ
ン
と
来
な
い
。
も
し
豊

臣
政
権
が
長
期
に
わ
た
っ
て
い
た
ら
、
徳
川
に
勝
利
し

た
記
念
す
べ
き
場
所
と
し
て
、
も
っ
と
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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二
〇
一
四
年

『
三
重
県
史
』
通
史
編
　
近
世
１
　

二
〇
一
七
年

『
三
重
県
史
』
通
史
編
　
資
料
編
　
中
世
３
（
下
）

二
〇
一
七
年

『
愛
知
県
史
』
資
料
編
11
　
織
豊
１

二
〇
〇
三
年

『
日
本
の
中
世
１
　
中
世
の
か
た
ち
』

石
井
進
　
中
央
公
論
新
社
　
二
〇
〇
二
年

「
「
長
島
一
向
一
揆
」
再
考
」

石
神
教
親
　
『
織
豊
期
研
究
』
第
一
六
号

織
豊
期
研
究
会
　
二
〇
一
四
年

「
織
豊
期
に
お
け
る
北
伊
勢
四
郡
の
城
館
」

高
田
徹
　
『
中
世
城
郭
研
究
』
第
八
号

一
九
九
四
年

「
近
世
初
頭
桑
名
に
関
す
る
一
史
料
」

筑
紫
申
眞
　
『
三
重
の
古
文
化
』
三
三
号

三
重
郷
土
会
　
一
九
五
三
年

『
河
原
ノ
者
・
非
人
・
秀
吉
』

服
部
英
雄
　
山
川
出
版
社
　
二
〇
一
二
年

「
長
島
一
向
一
揆
と
尾
張
」

播
磨
良
紀
　
『
愛
知
県
史
研
究
』
第
九
号

愛
知
県
　
二
〇
〇
五
年

『
太
閤
記
』
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系

檜
谷
昭
彦
・
江
本
裕 

校
注
　
岩
波
書
店

一
九
九
六
年

『
織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集
成
』

藤
井
譲
治
　
思
文
閣
出
版
　
二
〇
一
一
年

『
信
長
の
戦
争
―
―
『
信
長
公
記
』
に
見
る
戦
国

　
軍
事
学
』
　
藤
本
正
行
　
講
談
社
学
術
文
庫

二
〇
〇
三
年

『
秀
吉
の
出
自
と
出
世
伝
説
』

渡
辺
大
門
　
洋
泉
社
新
書
　
二
〇
一
三
年

『
秀
吉
研
究
の
最
前
線
―
―
こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た

　「
天
下
人
」
の
実
像
―
―
』

日
本
史
史
料
研
究
会
編
　
洋
泉
社
新
書

二
〇
一
五
年

写真３　天野周防守宛豊臣秀吉朱印状＜提供：桑名市博物館＞

図３　『東山名勝圖會』に描かれた東山大仏殿
＜出典：京都府立京都学・歴彩館デジタルアーカイブ＞



平
古
の
か
っ
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（
桑
名
市
多
度
町
平
古
）

表紙写真 『七里の渡し跡の大鳥居』

　江戸時代、東海道を西へ行く人やお伊勢参りに向かう人が、熱田宮宿から海路七里を渡り着くのが桑名の七里の渡し場でした。ここに

立てられている大鳥居は、ここから伊勢路に入ることから「伊勢国一の鳥居」と称されます。
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「「土木」という名称 ① 」
「何で土木っていうの？」・・・この質問に、一言で答えるのは難題なようです。まずは、この「土木」という単語が、使われて来た

歴史から見ていきたいと思います。

「土木」は、中国の歴史書では紀元前５世紀頃から登場し、日本の歴史書でも、８世紀の平安時代からと古くから見ることが出来ます。

その内容は、現在の「土木＋建築」という形で、「社殿・宮殿などの大掛かりな工事」という意味合いで使用されています。

しかし、鎌倉時代に入ると「土木」はあまり使われなくなり、室町・江戸幕府の職名で、城・道・堤防等の工事を司る「普請」奉行、

建物の造営・修理を司る「作事」奉行というように「普請」が、ほぼ現在の土木工事の意味で使用されるようになります。

普請とは、もともと仏教用語、特に禅宗で用いられた、「普く（人々に）請う」という語で、

広く人々に労役をお願いするという意味です。仏閣の造営・掃除や、道・橋の工事等を住民総

出でおこなう共同作業の意味で使用されていたものが、次第に土木工事を指す言葉になったよ

うです。江戸後期の「土木」は、（武家に関する用語などの解説書である）『武家名目抄』の中で、

普請奉行と作事奉行の両職を「共に土木のことに従はしめ」と説明されるなど、現在の「建設」

のような使い方もされています。

明治元（1868）年に発行された、官版の辞書『新令字解』を見ると、「土木＝フシンヲスル

コト」とあり、明治時代に、それまでの「普請」に対し、古くからある言葉の「土木」があて

られたようです。

中世ヨーロッパで「engineer（エンジニア）」という語は、「攻城兵器・構造物の建造者」を

意味し、軍事技術者を指す言葉でした。それに対する形で、産業革命以降の英国にて、非軍事

的な（民間）技術者が“civil（シビル）engineer”を名乗り始め、専門職として定着してゆきます。

そして次第に、道路や橋等を扱う工学の一分野である“civil engineering”が誕生していきま

した。

近代化を進める明治政府により、この“civil engineering”が、日本にも導入され、「（江戸時代までの土木技術である）普請 + civil 

engineering」＝「土木」という形の、日本の近代「土木」が誕生することとなりました。

「土木」という語は、広い意味から狭い意味へ、そして新しいものが加えられるなど、変化をしながら現在にいたっています。

（次回へ続く）

13 世紀ヨーロッパの城攻めの様子
カタパルト（投石器）で火のついた可燃物
を詰めた樽 (たる )を投てきする攻撃を
描いた、1869 年刊の銅版画。

　昔
、
平
賀
と
古
敷
（
ど
ち
ら
も
多
度
町
平
古
に
あ
る
地
区
）
の
間

に
は
多
く
の
池
が
あ
り
、
人
々
は
農
業
し
た
り
、
池
で
魚
を
と
っ
た

り
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

　あ
る
日
、
平
賀
の
政
之
丞
と
い
う
人
が
古
敷
の
畑
に
馬
を
連
れ
て

野
良
仕
事
に
出
か
け
ま
し
た
。
畑
仕
事
中
、
急
に
馬
が
嘶
い
た
た
め

振
り
返
る
と
、
か
っ
ぱ
が
馬
の
尻
尾
を
持
っ
て
池
に
引
き
ず
り
込
も

う
と
し
て
い
ま
し
た
。
政
之
丞
は
素
早
く
か
っ
ぱ
に
飛
び
か
か
り
、

必
死
に
逃
げ
よ
う
と
す
る
か
っ
ぱ
を
岸
に
引
き
ず
り
上
げ
ま
し
た
。

し
か
し
、
一
生
懸
命
に
謝
る
か
っ

ぱ
を
見
て
、
政
之
丞
は
か
わ
い
そ

う
に
思
っ
て
逃
し
て
や
る
こ
と
に
。

そ
の
お
礼
に
と
、
か
っ
ぱ
は
手
を

叩
い
た
ら
い
つ
で
も
魚
を
つ
か
ま

え
て
持
っ
て
く
る
こ
と
を
約
束
し

ま
し
た
。

　そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
政
之

丞
が
パ
チ
パ
チ
と
手
を
叩
く
と
、

か
っ
ぱ
が
魚
を
た
く
さ
ん
つ
か
ま

え
て
岸
ま
で
持
っ
て
き
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
様
子
を
陰
で
見
て
い

た
村
人
。
あ
る
日
、
政
之
丞
の
よ
う
に
手
を
叩
き
、
草
む
ら
に
隠
れ

て
み
る
と
、
か
っ
ぱ
が
岸
辺
に
魚
を
置
い
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
話
が
村
中
に
広
ま
り
、
池
の
あ
ち
こ
ち
で
パ
チ
パ
チ
と
い
う
音

が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　騙
さ
れ
た
と
知
っ
た
か
っ
ぱ
は
、
つ
い
に
魚
を
持
っ
て
こ
な
く
な

り
ま
し
た
。
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