


木
曽
川
支
流
・
可
児
川
の
沿
川
に

発
展
し
た
宿
場
町
・
御み

た

け嵩
町

可
児
川
流
域
に
発
達
し
て
き
た
御
嵩
町
は
、
古
代

か
ら
開
け
て
い
た
地
域
で
官
道
・
東
山
道
が
通
っ

て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
中
山
道
の
宿
場
と

し
て
御
嵩
宿
・
伏
見
宿
が
賑
わ
い
、
明
治
以
降
も

東
濃
の
中
心
地
と
し
て
商
業
が
進
展
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
東
海
環
状
自
動
車
道
の
開
通
な
ど
に
よ

り
、
工
場
誘
致
が
進
ん
で
い
ま
す
。

御嵩城址より市街地を望む

東寺山古墳

１

地
域
の
歴
史

東
山
道
可
児
駅
の
所
在
地

御
嵩
町
で
確
認
さ
れ
て
い
る
人
間
の
活

動
の
最
古
の
痕
跡
は
、
伏ふ
し
み見
で
発
見
さ
れ

た
旧
石
器
で
、
約
三
万
年
以
前
の
も
の
と

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
の
遺
跡

は
、
近
隣
の
可
児
市
な
ど
に
比
べ
る
と

少
な
く
、
一
〇
ヶ
所
程
度
が
遺
跡
散
布

地
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
弥
生
時

代
の
遺
物
と
し
て
は
、
弥
生
中
期
の
甕か
め

が

上か
み
の
ご
う
な
か
ぎ
り

之
郷
中
切
で
出
土
し
て
お
り
、
御
嵩
町

域
に
稲
作
が
伝
播
し
て
き
た
の
も
中
期
頃

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
稲
作
の
定

着
に
よ
っ
て
、
部
族
的
集
団
が
発
生
し
、

や
が
て
よ
り
大
き
な
集
団
が
木
曽
川
左
岸・

可
児
川
流
域
の
平
坦
地
に
小
さ
な
国
を
形

成
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
国
々
は
大
和
に
興
っ
た
大
和

朝
廷
が
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
過
程
で
、

次
第
に
従
属
し
、
地
方
に
古
墳
文
化
が
広

が
り
ま
し
た
。
御
嵩
町
域
に
は
、
現
存
す

る
も
の
か
ら
、
過
去
に
存
在
が
確
認
さ
れ

て
い
る
も
の
、
伝
承
に
よ
っ
て
存
在
し
た

と
推
定
で
き
る
も
の
ま
で
合
わ
せ
る
と
総

可
児
川
沿
い
の
歴
史
の
町

岐
阜
県
可か

に児
郡
御み
た
け嵩
町
は
、県
の
南
西
部
、

太
田
盆
地
の
東
部
に
位
置
し
、
北
と
南
は
丘

陵
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
東
の
瑞
浪
市
と
の

境
に
あ
る
鬼
岩
を
発
し
た
木
曽
川
の
支
流
・

可
児
川
が
、
広
い
河か
が
ん
だ
ん
き
ゅ
う

岸
段
丘
を
形
成
し
な
が

ら
町
の
中
央
を
西
流
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
に
は
可
児
川
に
沿
っ
て
中
山
道
が
通
り
、

宿
場
町
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
、
中
山
道
の
ル
ー
ト
に
は
国
道
二
一

号
が
走
り
、
中
央
自
動
車
道
に
も
近
い
の

で
、
岐
阜
市
や
名
古
屋
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
の

良
い
立
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
加
え
て
平
成

一
七
年（
二
〇
〇
五
）
の
東
海

環
状
自
動
車
道
開
通
に
よ
っ

て
、
愛
知
県
三
河
地
方
と
結

ば
れ
、
豊
田
市
ま
で
は
四
五

分
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
鉄
道
は
名

鉄
広
見
線（
犬
山
～
御
嵩
）
が

通
勤・
通
学
な
ど
の
足
と
し
て

町
民
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

数
は
二
〇
〇
基
近

く
に
な
り
ま
す
。

そ
の
多
く
が
可
児

川
右
岸
の
丘
陵
地

に
集
中
し
て
い
ま

す
。古

墳
群
の
存
在

が
示
す
よ
う
に
当

地
は
古
代
か
ら
開

け
た
地
域
で
あ
り
、
大
和
朝
廷
の
東
日
本

へ
の
進
出
経
路
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
古

代
の
官
道
七
道
の
一
つ
東
山
道
は
、
可
児

郡
下
で
は
各か
か
み務
駅
～
可
児
駅
～
土
岐
駅
の

宿
駅
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
の
内
可
児
駅

は
上か
み
の
ご
う
あ
ざ
し
ゅ
く

之
郷
字
宿
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
ま
す
。『
和
わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う

名
類
聚
抄
』
に
可
児
郡
に
は
、

可か

に児
・
郡ぐ
ん
け家
・
日わ
た
り里
・
大お
お
い井
・
矢や
つ
め集
・
池い
け
だ田
・

駅う
ま
や家
の
七
郷
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
郡

家
は
御
嵩
町
の
顔ご
う
ど戸

付
近
で
あ
っ
た
と『
濃

飛
両
国
通
史
』
で
は
比
定
し
て
い
ま
す
。

律
令
制
が
崩
壊
し
た
後
の
御
嵩
町
域
に

は
、
中
村
荘
を
中
心
に
東
に
小こ
い
ず
み
み
く
り
や

泉
御
厨
、

西
に
荏え

ど戸
荘・
明あ

け
ち知

荘
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
、
春
日
神
社
に
残
さ
れ
て
い
た
中
村

荘
の
官か
ん
せ
ん
じ

宣
旨（
太
政
官
か
ら
諸
司
や
寺
社
な

ど
に
下
し
た
公
文
書
）
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。

斉
藤
妙み

ょ
う
ち
ん椿
と
顔
戸
城

源
頼
朝
は
鎌
倉
幕
府
を
開
く
と
文ぶ
ん
じ治
元

年（
一
一
八
五
）
に
全
国
各
地
に
守
護
・
地

頭
を
御
家
人
の
な
か
か
ら
任
命
派
遣
し
ま

し
た
。
地
頭
は
治
安
維
持
の
名
目
で
荘

園
・
公
領
に
置
か
れ
ま
し
た
が
、
次
第
に

実
効
支
配

権
を
獲
得

し
、
地
域

の
支
配
者

と
な
っ
て

い
き
ま
し

た
。
御
嵩

町
域
で
は

上
中
村
の

纐こ
う
け
つ纈

氏
な

ど
が
有
力

な
地
頭
で



顔戸城址
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御嵩宿
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地
域
の
歴
史
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し
た
。

鎌
倉
幕
府
の
守
護
は
、
軍
事・
警
察
権
の

行
使
が
主
な
任
務
で
あ
り
、
経
済
的
権
能

は
付
与
さ
れ
て
お
ら
ず
、
在
地
の
地
頭
が

領
主
的
な
権
限
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
し
か
し
南
北
朝
時
代
を
経
て
室
町
幕

府
の
時
代
に
な
る
と
、
守
護
に
経
済
的
な

権
益
が
与
え
ら
れ
、
地
頭
の
地
位
は
、
守

護
に
被
官
す
る
国
人
へ
と
変
質
し
て
い
き
、

守
護
領
国
制
が
成
熟
す
る
室
町
中
期
ま
で

に
地
頭
は
名
実
と
も
に
消
滅
し
ま
し
た
。

美
濃
国
で
は
、
守
護
で
あ
る
土
岐
氏
と
守

護
代
斉
藤
氏
が
権
勢
を
得
て
国
内
の
武
家

を
配
下
に
収
め
全
国
的
に
も
強
大
な
勢
力

と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

長
ち
ょ
う
ろ
く禄

四
年（
一
四
六
〇
）
頃
に
守
護
代
と

な
っ
た
斉
藤
妙み
ょ
う
ち
ん

椿
は
、
応
仁
の
乱
で
は「
妙

椿
の
動
向
は
土
岐
氏
の
み
な
ら
ず
、
中
央

の
政
権
を
も
ゆ
る
が
す
」
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
で
し
た
。
こ
の
乱
で
西
軍
に
属
し
た
斉

藤
妙
椿
に
対
し
て
、
東
軍
は
信
濃
か
ら
恵

那
郡・
土
岐
郡
に
侵
攻
し
た
の
で
、
妙
椿
は

御
嵩
町
顔
戸
に
築
い
た
顔
戸
城
を
強
化
し

て
反
撃
し
ま
し
た
。
交
通
の
要
衝
で
あ
っ

た
当
地
に
は
、
戦
国
時
代
に
か
け
て
顔
戸

城
の
ほ
か
御
嵩
城（
可
児
川
岸
の
権
現
山
）

や
上か
み
え
ど
恵
土
城（
伏
見
）
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

尾
張
藩
支
配
と
中
山
道

江
戸
時
代
の
御
嵩
町
域
は
本ほ

ん
ご
う郷

村・
新し

ん

村

の
二
ヶ
村
が
幕
府
直
轄
地
、
古ふ
る
や
し
き

屋
敷
村
が

旗
本
領
で
、
こ
れ
以
外
は
尾
張
藩
領
で
し

た
。
尾
張
藩
領
の
う
ち
六
割
ほ
ど
は
藩
の

直
轄
地（
蔵
入
地
）
で
、
残
り
が
家
臣
の
給

地
や
寺
領
で
、
木
曽
衆
と
呼
ば
れ
る
人
達

の
給
地
が
多
い
こ
と
が
特
徴
的
で
す
。

木
曽
衆
は
戦
国
時
代
に
木
曽
谷
を
支
配

し
て
い
た
木
曽
氏
の
旧
臣
で
、
豊
臣
政
権

下
で
当
主
木
曽
義よ
し
と
し利
が
伯
父
を
殺
害
す
る

と
い
う
暴
挙
に
よ
っ
て
改
易
と
な
り
、
浪

人
と
な
っ
た
一
団
で
し
た
。
関
ヶ
原
の

戦
い
の
際
、
徳
川
方
に
味
方
し
て
木
曽

谷
を
押
さ
え
た
功
績
に
よ
っ
て
、
美
濃
に

一
万
六
千
石
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
家
臣

団
の
有
力
者
で
あ
っ
た
山
村
氏
は
木
曽
代

官
と
し
て
木
曽
福
島
に
赴
任
し
、
千ち
む
ら村
氏

な
ど
多
く
の
家
臣
団
は
久く

ぐ

り
々
里
に
屋
敷
を

構
え
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
木
曽
衆
は
給

地
は
そ
の
ま
ま
で
尾
張
藩
に
付
属
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

慶
け
い
ち
ょ
う長

七
年（
一
六
〇
二
）
二
月
、
御
嵩
に

「
御
嵩
宿
伝
馬
朱
印
状
」
が
出
さ
れ
、
中
山

道
御
嵩
宿

が
発
足
し

ま
し
た
。

中
山
道
で

い
ち
早
く

御
嵩
宿
に

朱
印
状
が

下
知
さ
れ

た
の
は
、

御
嵩
が
美

濃
の
平

野
部
と
東
濃

山
地
か
ら
木

曽
へ
続
く
山

路
の
出
入
口

的
な
位
置
に

あ
る
要
衝
で

あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
ま

す
。
江
戸
か

ら
四
九
番
目
の
宿
場
で
、
初
め
は
幕
府
直

轄
地
で
し
た
が
元げ
ん
な和
元
年（
一
六
一
五
）
か

ら
尾
張
藩
領
と
な
っ
て
い
ま
す
。
御
嵩
町

内
に
は
、
御
嵩
宿
の
西
に
江
戸
か
ら
五
〇

番
目
の
伏
見
宿
も
あ
り
ま
し
た
。
伏
見
宿

は
元げ
ん
ろ
く禄
七
年（
一
六
九
四
）
土
田
宿
の
廃
止

に
伴
っ
て
開
か
れ
た
と
さ
れ
、
施
設
と
し

て
は
御
嵩
宿
同
様
に
問
屋
場
、
本
陣・
脇
本

陣
、
高
札
場
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

明
治
以
降
の
産
業
の
変
遷

明
治
に
入
っ
た
御
嵩
町
は
、
中
山
道
の

宿
場
と
し
て
の
賑
わ
い
は
無
く
な
っ
た
も

の
の
、
東
濃
四
郡
の
中
核
的
官
公
庁
や
文

教
施
設
が
置
か
れ
商
業
の
進
展
が
見
ら
れ

ま
し
た
。
一
方
で
養
蚕
の
発
達
と
と
も
に

製
糸
工
場
が
町
の
あ
ち
こ
ち
に
建
て
ら
れ

繁
栄
し
ま
し
た
が
、
戦
後
の
化
学
繊
維
の

発
達
な
ど
に
よ
っ
て
衰
退
し
ま
し
た
。
ま

た
明
治
初
年
に
発
見
さ
れ
た
亜
炭
鉱
は
、

戦
中
戦
後
に
は
燃
料
と
し
て
全
国
屈
指
の

生
産
を
誇
り
ま
し
た
が
、
昭
和
四
〇
年
頃

に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
変
化
に
よ
っ
て

全
く
採
鉱
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
衰
退
産
業
に
替
わ
る
産
業
と

し
て
御
嵩
町
は
積
極
的
な
工
場
誘
致
を

行
っ
て
お
り
、
特
に
東
海
環
状
自
動
車
道

の
開
通
に
合
わ
せ
て
整
備
さ
れ
た
工
業
団

地『
グ
リ
ー
ン
テ
ク
ノ
み
た
け
』
は
、
町
の

振
興
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

鬼
岩
公
園
や
東
海
自
然
歩
道
な
ど
の
豊
か

な
自
然
と
、
宿
場
町
や
古こ
さ
つ刹
な
ど
歴
史
ス

ポ
ッ
ト
を
生
か
し
た
観
光
開
発
も
進
ん
で

い
ま
す
。
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木
曽
川
支
流
・
可
児
川
の
治
水
と
利
水

御
嵩
町
を
貫
流
し
て
、
可
児
市
土
田
地
先
で
木

曽
川
に
合
流
す
る
可
児
川
は
、
古
来
よ
り
沿
川

の
平
坦
地
を
潤
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
流
量

は
灌
漑
面
積
に
比
し
て
少
な
く
水
不
足
が
慢
性

化
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
大
雨
が
降
る
と
河

川
が
氾
濫
し
て
、
人
家
や
田
畑
が
冠
水
す
る
水

害
を
ひ
き
お
こ
す
暴
れ
川
で
も
あ
り
ま
し
た
。

可児川（新川橋より）

可児川左岸の水田風景

防災溜池・集水域と前沢ダム湖

谷山防災溜池

３

地
域
の
治
水
・
利
水
施
設

ま
ま
な
ら
ぬ
川
・
可
児
川

御
嵩
町
は
、
山
に
囲
ま
れ
た
小
盆
地
で
、

中
央
部
を
東
か
ら
西
方
に
流
れ
る
可
児
川

や
こ
れ
に
流
入
す
る
小
河
川
に
沿
う
平
坦

地
や
山
間
部
の
僅
か
な
土
地
を
利
用
し
て

農
業
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
河
川
に
堰

を
築
き
用
水
路
で
引
水
し
、
ま
た
小
河
川

の
上
流
部
に
溜
池
を
築
造
し
て
用
水
と
し

て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
地
域
は
年
間
の
平

均
降
水
量
が
一
五
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
㎜
と

比
較
的
少
な
く
、
可
児
川
の
流
れ
も
細
か
っ

た
の
で
慢
性
的
な
水
不
足
の
状
態
が
続
い

て
い
ま
し
た
。

可
児
川
か
ら
取
水
す
る
用
水
は
、

古ふ
る
や
し
き
屋
敷
村
で
取
水
し
て
、
可
児
川
左
岸
八
ヶ

村
の
広
い
水
田
地
帯
を
潤
す
明
知
用
水
が
、

古
来
か
ら
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、
寛か
ん
え
い永
一
〇
年（
一
六
三
三
）
に

は
顔
戸
村
で
取
水
し
て
五
ヶ
村
が
利
用
す

る
顔
戸
用
水
が
築
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
両
用
水
と
も
日
照
り
に
な
る
と
十
分

な
水
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

堰
や
用
水
路
の
改
修・
新
設
な
ど
を
き
っ
か

け
に
多
く
の

水
争
い
を
起

こ
し
て
き
ま

し
た
。

こ
う
し
た

水
不
足
の
一

方
で
、
可

児
川
は
河
道

が
蛇
行
し
て

い
る
上
に
川
床
が
高
く
、
ま
た
流
入
し
て

い
る
小
河
川
が
山
地
か
ら
急
流
と
な
っ
て

下
っ
て
く
る
の
で
、
大
雨
が
降
れ
ば
急
激

に
増
水
し
、
川
沿
い
の
水
田
は
も
ち
ろ
ん

住
宅
地
な
ど
も
冠
水
す
る
水
害
を
度
々
起

こ
し
て
き
ま
し
た
。

安
定
し
た
用
水
の
確
保
が
難
し
く
、
い
っ

た
ん
大
雨
に
な
る
と
出
水
し
冠
水
す
る
、

可
児
川
は「
ま
ま
な
ら
ぬ
川
」
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
。防

災
ダ
ム
の
建
設

水
不
足
と
水
害
、
こ
の
二
つ
を
同
時
に

解
消
す
る
た
め
、
可
児
川
水
系
流
域
一
帯

に
九
ヶ
所
の
防
災
ダ
ム（
溜
池
）
を
修
築
・

新
設
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
防

災
ダ
ム
は
、
急
激
に
流
れ
る
出
水
を
調
節

し
下
流
を
洪
水
被
害
か
ら
守
る
と
と
も
に
、

出
水
期
以
外
は
貯
水
池
と
し
て
灌
漑
用
水

供
給
源
に
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

計
画
は
昭
和
二
二
年
度
よ
り
着
手
さ

れ
、
昭
和
三
〇
年
度
ま
で
に
松
野
池
を
除

く
八
ヶ
所
が
築
造
を
完
了
し
ま
し
た
。
当

時
は
機
械
化
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
、

発
破
で
崩
し
、
ト
ロ
ッ
コ
で
運
搬
す
る
人

手
作
業
が
中
心
で
し
た
。

防
災
ダ
ム
の
管
理
組
織
と
し
て
、
昭
和

二
九
年
に
受
益
関
係
町
村
に
よ
る「
可
児
郡

可
児
川
防
災
溜
池
一
部
事
務
組
合
」
が
設

置
さ
れ
、
防
災
ダ
ム
管
理
規
制
に
基
づ
い

て
、
洪
水
時

に
は
出
水
を

一
時
ダ
ム
に

貯
留
し
、
下

流
河
川
の
水

位
が
下
が
っ

た
と
き
に
放

流
し
、
次
の

出
水
に
備
え

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

県
下
最
大
の
農
業
用
溜
池
・
松
野
池

昭
和
一
〇
年
頃
、
松
野（
現
瑞
浪
市
）
集

落
一
二
戸
を
立
退
き
さ
せ
鬼
岩
公
園
奥
に

ダ
ム
を
造
り
、
こ
の
水
を
可
児
川
に
流
す

計
画
が
宮
瀬（
現
可
児
市
）
の
可
児
義
男
個

人
か
ら
提
案
さ
れ
賛
同
す
る
者
も
い
ま
し

た
が
、
本
人
の
病
気
で
実
現
に
は
至
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
提
案
が
再

浮
上
し
、
昭
和
一
八
年
に
岐
阜
県
耕
地
課
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地
域
の
治
水
・
利
水
施
設

が
現
地
調
査・
測
量
を
行
い
ま
し
た
。
戦
時

中
は
中
断
が
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
二
八
年

県
営
の
可
児
川
防
災
溜
池
事
業
の
一
つ
と
し

て
着
工
の
運
び
と
な
り
、
用
地
買
収・
建
設

用
道
路
・
仮
排
水
施
設
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
止

水
壁
の
工
事
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
一
年
に
松
野
池
を
、

可
児
川
防
災
溜
池
事
業
の
ほ
か
に
、
当
時
計

画
が
進
め
ら
れ
て
い
た
愛
知
用
水
の
補
助
溜

池
と
し
て
共
用
す
る
話
が
持
ち
上
が
り
、
調

査
検
討
の
た
め
、
松
野
池
建
設
工
事
が
一
時

中
断
さ
れ
ま
し
た
。
検
討
の
結
果
、
防
災
と

農
業
用
水
両
面
に
費
用
と
役
割
を
ふ
り
わ
け

る
こ
と
で
、
昭
和
三
三
年
に
愛
知
用
水
と
平

行
し
て
事
業
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

工
事
が
再
開
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
三
七
年
に
完
工
式
が
行
わ
れ
、
洪
水

調
節
用
九
六
・三
万
立
方
メ
ー
ト
ル
、
農
業

灌
漑
用
水
二
三
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
、
計

三
三
一
・三
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
有
効
貯
水

量
を
も
つ
農
業
用
水
池
と
し
て
は
岐
阜
県
下

最
大
の
人
造
湖
が
誕
生
し
ま
し
た
。

ま
た
、
松
野
ダ
ム
の
建
設
計
画
が
進
む
昭

和
三
二
年
に
、
可
児
土
地
改
良
区
が
設
立
さ

れ
、
可
児
川
中
流
の
顔
戸
で
取
水
し
、
伏
見

地
区
中
央
部
と
そ
の
西
に
広
が
る
上
恵
土
一

帯
の
河
岸
段
丘
を
潤
し
、
可
児
市
川
合
地
先

で
愛
知
用
水
幹
線
水
路
に
流
入
さ
せ
る
計
画

を
立
て
、
昭
和
三
五
年
に
着
工
し
ま
し
た
。

顔
戸
取
水
口
か
ら
の
幹
線
水
路
は
、
高
倉
地

内
を
通
り
、
野
崎
よ
り
地
下
ト
ン
ネ
ル
で
上

恵
土
地
区
の
中
心
を
流
れ
て
西
に
延
び
て
い

ま
す
。

用
水
不
足
を
補
う
前
沢
ダ
ム

可
児
川
中
流
域
一
帯
は
、
全
国
屈
指
の

亜
炭
鉱
の
採
掘
地
で
し
た
が
、
昭
和
三
二

年
以
降
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
り
ま
し
た
。

採
掘
に
伴
い
大
量
の
深
層
地
下
水
が
可
児

川
に
流
入
し
て
い
ま
し
た
が
、
廃
鉱
に
よ
っ

て
こ
の
流
水
が
無
く
な
り
、
可
児
川
の
流

量
が
減
少
し
、
可
児
川
か
ら
取
水
し
て
い

た
約
四
八
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
耕
地
が
用
水

不
足
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
県
は
可

児
川
支
流
・
津
橋
川
の
最
上
流
部
前
沢
地

内
に
ダ
ム
を
築
き
灌
漑
用
水
の
確
保
を
図

り
ま
し
た
。
こ
の
前
沢
ダ
ム
は「
県
営
灌

漑
排
水
事
業
可
児
川
用
水
」
と
し
て
昭
和

三
九
年
に
計
画
さ
れ
、
昭
和
四
五
年
か
ら

工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。
昭
和
五
四
年
に

竣
工
し
た
ダ

ム
は
中
心
コ

ア
型
ア
ー
ス

ダ
ム
で
、
ダ

ム
湖
の
総

貯
水
量
は

二
〇
二・五
万

立
方
メ
ー
ト

ル
と
な
っ
て

い
ま
す
。

可
児
川
の
治
水
と
七
・
一
五
豪
雨
災
害

古
来
よ
り
大
雨
の
度
に
氾
濫
を
繰
り
返

し
て
き
た
可
児
川
で
は
、
水
害
を
防
止
す

る
た
め
の
河
川
改
修
が
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
御
嵩
町
井い
じ
り尻

地
内
丸
山
の
南
か
ら
平

芝
川
合
流
地
点
ま
で
の
可
児
川
は
、
現
在

で
は
直
線
的
に
約
四
〇
〇
ｍ
の
河
道
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
以
前
は
千せ
ん
の
い
之
井･

飛と
び
た田

地
内
に
大
き
く
湾
曲
す
る
約
七
〇
〇
ｍ
の

河
道
で
し
た
。
こ
の
湾
曲
部
が
度
々
氾
濫

す
る
の
で
、
昭
和
七
年
か
ら
一
年
半
に
及

ぶ
大
工
事
に
よ
り
現
在
の
河
道
に
付
け
替

え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
河
道
変
更
や
川
幅
の
拡
張
、

護
岸
の
強
化
、
防
災
ダ
ム
の
建
設
な
ど
の

積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
可
児
川
の
治
水
安

全
度
は
向
上
し
、
制
御
さ
れ
た
河
川
と
し

て
流
域
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
平
成
二
二
年
七
月
一
五
日
の

豪
雨
で
は
、
可
児
川
が
可
児
市
土ど

た田
地
先

で
氾
濫
、
近
く
の
市
道
が
冠
水
し
て
通
行

中
の
車
両
を
押
し
流
し
、
死
者
一
名
・
行

方
不
明
者
二
名
の
犠
牲
者
が
出
ま
し
た
。

ま
た
、
可
児
川
に
隣
接
す
る
駐
車
場
か

ら
四
七
台
の
ト
ラ
ッ
ク
・
乗
用
車
が
流
さ

れ
、
ト
ラ
ッ
ク
が
将
棋
倒
し
の
よ
う
に
積

み
重
な
る
惨
状
に
は
、
自
然
の
脅
威
を
見

せ
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
時
、
御
嵩
雨
量
観
測
所
で
は
一
七
時

か
ら
の
六
時
間
で
二
三
八
ミ
リ
の
雨
量
を
観
測

し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
確
率
評
価
す
る
と
概
ね

一
三
〇
年
に
一
度
発
生
す
る
規
模
の
降
雨
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
岐
阜
県
で
は
今
後
は
ハ
ー

ド
・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
安
全
度
を
高
め
る
と
し

て
い
ま
す
。

■
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輪
中
の
形
成
過
程
と
そ
の
年
代

木
曽
三
川
下
流
部
の
輪
中
は
、
自
然
堤
防
・

後
背
湿
地
地
域
と
デ
ル
タ
地
帯
に
立
地
し
て

い
ま
し
た
。
デ
ル
タ
地
帯
で
は
、
そ
れ
ま
で

集
落
が
存
在
し
て
い
た
微
高
地
を
中
心
と
し

て
開
発
さ
れ
た
輪
中
の
他
に
、
人
が
住
め
な

か
っ
た
砂
洲
を
築
堤
に
よ
っ
て
干
拓
す
る
干

拓
輪
中
が
江
戸
時
代
中
期
か
ら
形
成
さ
れ
ま

し
た
。

木曽川下流事務所管内の輪中分布図（明治の三川分流工事直前）

現在の立田輪中堤（愛西市山路）

５

歴
史
記
録

木
曽
三
川
下
流
部
の
輪
中

前
号「
輪
中
堤
の
変
遷

第
一
編
」
で
は
、

輪
中
が
存
在
し
て
い
る
地
形
上
の
特
性
を
指

標
と
し
て
、
Ⓐ
扇
状
地
末
端
の
輪
中
、
Ⓑ
自

然
堤
防・
後
背
湿
地
地
域
の
輪
中
、
Ⓒ
デ
ル

タ
地
帯
の
輪
中
の
三
つ
の
類
型
に
大
別
し
ま

し
た
。
こ
の
類
型
区
分
に
よ
っ
て
木
曽
三
川

下
流
部
の
輪
中
を
区
分
す
る
と
、
概
ね
左
図

の
緑
色
ラ
イ
ン
を
境
に
、
右
側（
上
流
）
の
輪

中
は
類
型
Ⓑ
に
属
し
、
左
側（
河
口
）
に
移
行

す
る
に
従
い
類
型
Ⓒ
に
属
す
る
輪
中
と
な
り

ま
す
。
今
号
で
は
、
木
曽
三
川
下
流
部
の
輪

中
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
成
の
経
緯・
年
代
や

構
成
す
る
村
に
つ
い
て
記
し
て
い
き
ま
す
。

た
だ
し
、
高
須
輪
中
に
つ
い
て
は
次
号
に
て

特
集
し
ま
す
の
で
、
本
号
で
は
省
く
こ
と
と

し
ま
す
。木

曽
川
左
岸
の
輪
中

①
立た

つ
た田

輪
中

輪
頂
部
か
ら
下

流
に
向
け
て
西
に

木
曽
川
、
東
に
佐

屋
川（
明
治
三
二

年
廃
川
）
が
流
下

し
、
両
川
は
立
田

輪
中
の
南
端
で
再

び
合
流
し
て
い
ま

し
た
。
南
北
に
細
長
い
大
輪
中
で
、
北
部

に
佐
屋
川
か
ら
分
か
れ
て
木
曽
川
に
注
ぐ

間あ
い

ノ
川
が
流
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
北
側

は
神し
ん
み
ょ
う
づ

明
津
輪
中
と
い
う
一
輪
中
で
し
た
。

・
神し
ん
み
ょ
う
づ

明
津
輪
中

立
田
輪
中
の
北
部
に
位
置
し
、
木
曽
川・

佐
屋
川
・
間
ノ
川
に
囲
ま
れ
た
一
輪
中
で

し
た
。
輪
中
を
構
成
し
た
近
世
の
村
は
、

拾じ
っ
ち
ょ
う
の

町
野
村・
四よ
つ
ぬ
き貫
村・
馬ま
か
い飼
村・
西に
し
う
の
も
と

鵜
之
本

村・
神
明
津
村・
川
北
村
の
６
ヶ
村
で
、
こ

の
内
、
拾
町
野
村
は
美
濃
国
中
島
郡・
馬
飼

村
は
美
濃
国
石い
し
づ津

郡
に
属
し
、
四
貫
村・
西

鵜
之
本
村
・
神
明
津
村
は
尾
張
国
中
島
郡

に
、
川
北
村
は
尾
張
国
海か

い
さ
い西
郡
に
属
し
て

い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
輪
中
が
郡

だ
け
で
な
く
国
ま
で
異
な
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
た
の
は
珍
し
い
こ
と
で
し
た
。
神
明

津
輪
中
の
成
立
は
、
間
ノ
川
右
岸
堤
防
の

築
堤
で
総
懸
廻
堤
が
完
成
し
た
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
時
期
は
慶け
い
あ
ん安
元
年（
一
六
四
八
）

の
検
地
を
余
り
遡
ら
な
い
時
点
で
あ
ろ
う

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
立た
つ
た田
輪
中

愛
知
県
愛
西
市
葛か
つ
ら
ぎ木
～
石
田
～
雀す
ず
が
も
り

ケ
森

を
結
ん
だ
ラ
イ
ン
よ
り
北
東
部
は
自
然
堤

防・
後
背
湿
地
で
、
南
西
部
は
デ
ル
タ
地
帯

と
な
っ
て
い
ま
す
。
近
世
以
前
か
ら
自
然

堤
防
・
後
背
湿
地
の
村
々
は
自
然
堤
防
を

中
心
に
開
発
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
、

デ
ル
タ
地
帯
で
も
立
田
輪
中
の
南
端
に
小

江
木
城
が
あ
っ
た
よ
う
に
微
高
地
が
開
発

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

近
世
に
は
全
て
尾
張
藩
領
で
、
初
代
尾

張
藩
主
・
徳
川
義
直
の
主
導
で
立
田
新
田

が
開
発
さ
れ
た
時
点
で
輪
中
と
な
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
年
次
と
し
て
は
寛か
ん
え
い永

五
年

（
一
六
二
八
）
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
世
に
輪
中
を
構
成
し
て
い
た
村
は
、
藤

ケ
瀬
村・
給き
ゅ
う
ぶ父

村・
江え

に
し西

村・
高
畑
村・
元
赤

目
村・
立
石
村・
下
大
牧
村・
赤
目
村・
塩
田

村・
早
尾
村・
町ち
ょ
う
の野
村・
下
一
色
村・
西
一
色

村・
高
田
村・
宮
地
村・
葛
木
村・
二に
ろ
う老

村・

石
田
村・
後ひ
つ
え江
村・
山
路
村・
上
古
川
村・
下

古
川
村・
大
森
村・
小こ

も

い
茂
井
村・
北
条
村・
内

大
成
村・
外
大
成
村・
田
尻
村・
小こ
い
え家

村・
和

田
村・
上
立
田
村・
下
立
田
村・
富
安
村・
鯉

ケ
平
村・
松
田
村・
船
頭
平
村・
戸
倉
村・
新

右
衛
門
新
田
村
・
笹
塚
村
・
脇
野
村
・
雀
ケ

森
村
が
あ
り
ま
し
た
。

②
福ふ
く
は
ら原
輪
中

立
田
輪
中
南
端
西
側
の
砂
洲
を
開
発
し

た
木
曽
川
の
川
中
島
の
小
輪
中
で
、
寛か
ん
え
い永

一
二
年（
一
六
三
五
）
に
開
発
さ
れ
た
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
福
原
新
田
村
１
村
が
あ

り
ま
し
た
。



現在の両国輪中堤（弥富市境町）

現在の源緑輪中堤（木曽岬町白鷺）６
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③
五ご

み
ょ
う明

輪
中

現
在
は
愛
知
県
弥
富
市
に
属
す
る
地
域

で
す
が
、
近
世
は
伊
勢
国
で
明
治
一
三
年

ま
で
は
三
重
県
桑
名
郡
で
し
た
。
明
治
改

修
以
前
は
、
木
曽
川
と
そ
の
分
流・
海
老
江

川
に
は
さ
ま
れ
た
川
中
島
で
、
北
部
の
五

明
村
は
一
六
二
〇
年
代
に
輪
中
を
形
成
し

て
お
り
、
そ
の
後
、
下
流
の
砂
州
を
開
発

し
て
赤
津
亀
貝
新
田・
小
嶋
新
田
が
成
立
し

ま
し
た
。

④
両り
ょ
う
ご
く国
輪
中

木
曽
川
分
流
の

筏
川（
明
治
二
四

年
締
切
）・
鍋
田

川（
昭
和
三
七
年

締
切
）
に
は
さ
ま

れ
、
南
が
伊
勢
湾

に
面
す
る
三
角
形

の
輪
中
で
、
森も
り
づ津

輪
中（
尾
張
）・
加か
い
な稲
輪
中（
尾
張
）・
稲い
な
も
と元
輪

中（
伊
勢
）
が
合
わ
さ
っ
た
の
で
両
国
と
称

さ
れ
ま
し
た
。

・
森も
り
づ津
輪
中

相あ
い

ノ
川（
明
治
一
一
～
一
七
年
頃
締
切
）

の
北
側
の
輪
中
で
、
開
発
は
中
央
部
の
森

津
新
田
・
鎌
島
新
田
・
芝
井
新
田
が
正
し
ょ
う
ほ
う保

四
年（
一
六
四
七
）
に
、
下
流
部
の
松
名
新

田
・
寛
延
新
田
が
宝ほ
う
れ
き暦
二
年（
一
七
五
二
）、

上
流
部
の
中
山
新
田
・
中
河
原
新
田
・

川か
わ
ら
が
け

原
欠
新
田
・
与よ

ぞ
や
ま

蔵
山
新
田
が
元げ

ん
ろ
く禄

年
間

（
一
六
八
八
～
一
七
〇
三
）
か
ら
寛か
ん
え
い永

一
六

年（
一
六
三
九
）
に
輪
中
と
な
り
ま
し
た
。

三
輪
中
が
連
続
提
で
囲
ま
れ
森
津
輪
中
と

な
っ
た
の
は
文ぶ
ん
せ
い政

五
年（
一
八
二
二
）
か
ら

天て
ん
ぽ
う保

八
年（
一
八
三
七
）に
か
け
て
で
し
た
。

森
津
輪
中
は
、
森
津
新
田
・
鎌
島
新
田
・

芝
井
新
田
・
松
名
新
田
・
寛
延
新
田
・
中
山

新
田
・
中
河
原
新
田
・
川
原
欠
新
田
・
与
蔵

山
新
田・
間か
ん
ざ
き崎

新
田
の
新
田
で
形
成
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

・
加か
い
な稲
輪
中

加
稲
輪
中
と
稲
元
輪
中
は
、
西
に
鍋
田

川・
東
に
筏
川・
北
に
相あ
い

ノ
川
が
流
れ
、
南

が
伊
勢
湾
に
面
す
る
地
域
で
し
た
。
加
稲

新
田
と
稲
吉
新
田
の
間
で
鍋
田
川
よ
り
分

派
し
て
い
た
境
川
が
加
稲
輪
中（
伊
勢
国
）

と
稲
元
輪
中（
尾
張
国
）
の
間
を
流
れ
て

い
ま
し
た
。
加
稲
輪
中
を
構
成
す
る
村
は

寛か
ん
ぶ
ん文

九
年（
一
六
六
九
）
か
ら
天て

ん
ぽ
う保

六
年

（
一
八
三
九
）
に
か
け
て
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

加
稲
輪
中
は
、
加
稲
新
田・加
稲
付
新
田・

三
好
新
田
・
富
嶋
新
田
・
富
嶋
付
新
田
・
稲

荷
崎
新
田・
加
稲
九
郎
次
新
田・
加
稲
山
新

田・
稲
荷
崎
付
新
田・
富
崎
新
田・
境
新
田・

六
野
新
田・
上
野
新
田
の
新
田
で
形
成
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

・
稲い
な
も
と元
輪
中

加
稲
輪
中
と
稲
元
輪
中
の
間
を
流
れ
て

い
た
境
川
は
、
稲
元
輪
中
側
に
稲い
な
こ狐
新
田
、

加
稲
輪
中
側
に
富
崎
新
田
が
出
来
る
と
伊

勢
湾
へ
の
出
口
を
失
い
用
水
路
と
し
て
の

機
能
だ
け
を
持
つ
よ
う
に
な
り
両
国
用
水

路
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
境

川
が
用
水
路
と
な
っ
た
の
は
稲
狐
新
田
が

開
発
さ
れ
た
宝ほ
う
れ
き暦

四
年（
一
七
五
四
）
と
推

定
さ
れ
ま
す
。
稲
元
輪
中
を
構
成
す
る
村

は
、
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う亨

四
年（
一
六
八
七
）
か
ら
明
治

二
六
年（
一
八
九
三
）
に
か
け
て
開
発
さ
れ

ま
し
た
。

稲
元
輪
中
は
、
狐
地
新
田
・
稲
元
新
田
・

稲
吉
新
田
・
稲
荷
新
田
・
稲
狐
新
田
・
三さ
ん
と稲

新
田
・
八は
っ
ぽ穂
新
田
・
三さ
ん
と
そ
と
く
り
だ
し

稲
外
繰
出
新
田
・
大

谷
新
田・
末
広
新
田
の
新
田
で
形
成
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

⑤
加か

ろ

と
路
戸
輪
中

西
に
木
曽
川
と
そ
の
分
流・
白し
ら
さ
ぎ鷺

川
、
東

に
鍋
田
川
が
流
れ
る
デ
ル
タ
地
帯
の
干
拓

輪
中
で
、
中
央
部
を
東
加
路
戸
川（
見
け
ん
に
ゅ
う入
川
）

が
南
流
し
て
い
た
当
時
は
、
西
部
を
加
路
戸

輪
中
、
東
部
を
見
入
輪
中
と
い
い
ま
し
た
。

・
加か

ろ

と
路
戸
輪
中

木
曽
川
本
流
と
東
加
路
戸
川（
見
入

川
），
白
鷺
川
に
囲
ま
れ
た
輪
中
で
、
加
路

戸
新
田
・
加
路
戸
堤
外
新
田
は
、
加
路
戸

輪
中
で
最
も
早
く
開
け
た
村
で
、
戦
国
時

代
に
民
家
八
〇
〇
余
戸
が
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
村
は
、
寛か
ん
え
い永

一
五
年（
一
六
三
二
）
か
ら
文ぶ
ん
か化
一
〇
年

（
一
八
一
三
）
に
か
け
て
順
次
開
発
さ
れ
ま

し
た
。

加
路
戸
輪
中
に
は
、
加
路
戸
新
田・
加
路

戸
堤
外
新
田
・
大
新
田
・
外そ
と
ひ
ら
き

平
喜
新
田
・
近

江
島
新
田
・
西に
し
た
い
か
い
じ

対
海
地
新
田
・
田
代
新
田
・

築
留
新
田・
雁が
ん
が
ん
じ
ヶ
地
新
田・
白
鷺
脇
付
新
田・

小
林
島
新
田
・
福
崎
新
田
・
豊
崎
新
田
・
川

先
新
田
の
新
田
が
あ
り
ま
し
た
。

・
見
け
ん
に
ゅ
う入
輪
中

東
加
路
戸
川（
見
入
川
）
と
鍋
田

川
に
囲
ま
れ
た
輪
中
で
、
宝ほ
う
れ
き暦

八
年

（
一
七
五
四
）
東
加
路
戸
川
が
廃
川
に
な
っ

て
加
路
戸
輪
中
に
含
ま
れ
ま
し
た
。
寛か
ん
え
い永

一
四
年（
一
六
三
七
）
か
ら
寛か
ん
ぶ
ん文

一
二
年

（
一
六
七
二
）
に
か
け
て
開
発
さ
れ
ま
し
た

が
、
富
田
子
新
田
だ
け
は
大
き
く
遅
れ
た

宝
暦
六
年（
一
七
五
六
）
の
開
発
と
な
っ
て

い
ま
す
。

見
入
輪
中
に
は
、
見
入
新
田・和
泉
新
田・

東ひ
が
し
た
い
が
ん
じ

対
海
地
新
田・
小
林
新
田・
小
和
泉
新
田・

中
和
泉
新
田・
富と
み
だ
ね

田
子
新
田
の
新
田
が
あ
り

ま
し
た
。

⑥
源げ
ん
ろ
く緑
輪
中

木
曽
川
本
流
と

そ
の
分
流
・
白
鷺

川
の
間
、
伊
勢
湾

に
面
し
た
干
拓

輪
中
で
、
高
位

部
に
あ
た
る
白

鷺
新
田
・
松
永
新

田
が
元げ
ん
ろ
く禄
四
年

（
一
六
九
一
）
開
発
で
あ
る
の
に
、
下
位
部
の

源
緑
山
新
田
は
文
ぶ
ん
せ
い政
二
年（
一
八
一
九
）、
源
緑

新
田・
藤
里
新
田
は
文
政
七
年（
一
八
二
四
）

開
発
と
年
次
が
大
き
く
隔
た
っ
て
い
ま
す
。



現在の長島輪中堤（長島町駒江）

現在の葭ヶ須輪中堤（長島町葭ヶ須）

現在の太田輪中堤（南濃町吉田）

７
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木
曽
川
右
岸
の
輪
中

⑦
長な

が
し
ま島

輪
中

旧
長
島
町
の
行

政
区
画
と
ほ
ぼ
一

致
す
る
長
島
輪
中

は
、
形
成
過
程
に

よ
っ
て
大
き
く
三

つ
に
分
け
ら
れ
ま

す
。
鰻う
な
ぎ
え江

川（
木
曽

川
と
揖
斐
川
を
連
絡
す
る
河
川
で
、
三
里

の
渡
し
の
航
路
で
あ
っ
た
が
明
治
二
三
～

三
八
年
に
締
め
切
ら
れ
た
）
の
北
部
に
あ

た
る
狭
義
の
長
島
輪
中
、
鰻
江
川
と
青あ
お
さ
ぎ鷺

川（
木
曽
川
と
揖
斐
川
を
連
絡
す
る
河
川

で
、
七
里
の
渡
し
の
航
路
で
あ
っ
た
が
明

治
二
三
～
三
八
年
に
締
め
切
ら
れ
た
）
に

は
さ
ま
れ
た
葭よ
し
が
す

ヶ
須
輪
中
、
青
鷺
川
以
南

の
横よ
こ
ま
く
ら
満
蔵
輪
中
で
す
。

さ
ら
に
狭
義
の
長
島
輪
中
は
、
上
郷
と

下
郷
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

・
長な
が
し
ま島
輪
中（
上か
み
ご
う郷
）

平
安
時
代
か
ら
自
然
堤
防
上
に
集
落
が

形
成
さ
れ
た
地
域
で
、
こ
れ
ら
の
集
落
は
、

江
戸
時
代
以
前
は
川
中
に
孤
立
し
て
い
ま

し
た
。
元げ
ん
な和
七
年（
一
六
二
一
）
桑
名
藩
主

松
平
定
勝
が
七な
な
く
る
わ

曲
輪
を
一ひ
と
く
る
わ

曲
輪
に
ま
と
め

た
こ
と
で
輪
中
が
成
立
し
ま
し
た
。

上
郷
に
は
、
松
之
木
村・
杉
江
村・
新し
ん
し
ょ所

村・
西
川
村・
高こ
う
ざ座

村・
間
々
村・
小
島
村・

出
口
村・
上
坂
手
村・
下
坂
手
村・
千
倉
村・

平ひ
ら
か
た方
村
が
あ
り
ま
し
た
。

・
長な
が
し
ま島

輪
中（
下し

も
ご
う郷

）

下
郷
の
村
の
半
数
は
、
一
六
世
紀
に
は

開
発
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
輪
中
が
形
成

さ
れ
た
元
和
年
間
以
降
に
開
発
さ
れ
た
村

も
あ
り
ま
す
。

下
郷
に
は
、
西に
し
ど
も

外
面
村・
松
ヶ
島
村・
又

木
村
・
城
下
町
屋
・
押
付
村
・
殿と
の
め名

村
・
東

殿
名
村・
源げ
ん
べ
ど
も

部
外
面・
駒
江
村・
十と
お
か
ど
も

日
外
面・

大
島
村・
藤と
う
く
ろ
う
ど
も

九
郎
外
面・
前ま

え
や
ま
ど
も

山
外
面
が
あ
り

ま
し
た
。

⑧
葭よ
し
が
す
ヶ
須
輪
中

木
曽
川
・
揖
斐

川・
鰻
江
川・
青
鷺

川
に
か
こ
ま
れ
た

葭
ヶ
須
輪
中
は
、

最
北
端
の
鎌か
ま
が
ん
じ

ヶ
地

新
田
が
寛か
ん
え
い永
一
六

年（
一
六
三
九
）
に

開
発
さ
れ
て
か
ら
順
次
開
発
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。
最
南
部
の
都と

ら羅
新
田
が
安あ
ん
え
い永
五

年（
一
七
七
六
）
に
開
発
さ
れ
る
ま
で
に

七
〇
年
以
上
か
か
っ
て
い
ま
す
。
い
っ
た

ん
開
発
さ
れ
た
新
田
も
荒
廃
と
再
開
発
を

繰
り
返
す
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

葭
ヶ
須
輪
中
に
は
、
鎌
ヶ
地
新
田・
葭
ヶ

須
新
田・
長な
が
じ地
新
田・
赤あ
か
じ地
新
田・
六
ろ
っ
ぴ
ゃ
く百
新

田
・
福
井
新
田
・
豊
松
新
田
・
福
吉
新
田
・

都
羅
新
田
の
新
田
が
あ
り
ま
し
た
。

⑨
横よ
こ
ま
く
ら

満
蔵
輪
中

横
満
蔵
輪
中
は
、
青
鷺
川
以
南
の
伊
勢

湾
に
面
し
た
干
拓
輪
中
で
、
横
満
蔵
新
田・

松ま
つ
か
げ蔭

新
田（
松
蔭
輪
中
）・
白は

っ
け
い鶏

新
田（
白
鶏

輪
中
）
か
ら
成
り
、
江
戸
時
代
に
は
老お
い
ま
つ松

輪
中
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

横
満
蔵
新
田
は
宝ほ
う
れ
き暦

七
年（
一
七
五
七
）

に
、
白
鶏
新
田
は
文ぶ
ん
せ
い政

九
年（
一
八
二
六
）

に
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
松
陰
新
田
は
、
松

陰
新
田
・
老
松
新
田
・
寿す

え

の
永
野
新
田
・
松
吉

新
田・
真し
ん
と
う桃

新
田・
土
吉
新
田・
井い

ざ
わ沢

新
田・

常
盤
新
田
・
住
吉
新
田
・
服
部
新
田
・
富
永

新
田
・
松ま
つ
だ
か高
新
田
の
12
ヶ
村
で
構
成
さ
れ
、

文
政
六
年（
一
八
二
三
）
か
ら
５
ヶ
年
か
け

て
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
白
鶏
新
田
と
松
陰

新
田
は
、
幕
末
の
風
水
害
・
地
震
に
よ
っ

て
大
半
が
亡
所
と
な
り
、
明
治
二
二
年

（
一
八
八
九
）
に
明
治
改
修
の
一
環
と
し
て

導
水
堤
が
築
造
さ
れ
た
際
、
再
開
発
さ
れ

ま
し
た
。揖

斐
川
右
岸
の
輪
中

⑩
太お
お
た田
輪
中

東
に
揖
斐
川
、

西
と
南
に
山や
ま
よ
け除
川

の
輪
中
堤
を
持
つ

が
、
北
は
川
と
接

し
て
い
ま
せ
ん
。

太
田
輪
中
は
、
中

堤
を
は
さ
ん
で
東

西
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
中
堤
の
西
側
の

村
は
、
新
田
村
を
除
い
て
は
近
世
以
前
に
成

立
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
山
除

川
堤
防
と
中
堤
を
築
い
て
輪
中
と
な
っ
た

の
は
、
正
し
ょ
う
ほ
う保

元
年（
一
六
四
四
）
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
揖
斐
川
に
堤
防
を
築
い
て
、
中

堤
の
東
側
が
開
発
さ
れ
た
の
は
慶け
い
あ
ん安

元
年

（
一
六
四
八
）
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

太
田
輪
中
に
は
、
中
嶋
村・
内
新
田・
亀

池
新
田
・
外
新
田
・
下
一
色
村
・
松
山
村
・

太
里
村・
安
江
村・
太
田
新
田・
下
境
村（
下

境
村
新
田
）
の
村
と
新
田
が
あ
り
ま
し
た
。

⑪
七な
な
さ
と郷
輪
中

揖
斐
川
右
岸
の
輪
中
と
し
て
は
最
下
流

部
に
位
置
し
、
東
が
揖
斐
川
に
、
西
が
多

度
川（
香
取
川
）
に
接
し
て
お
り
構
成
す
る

村
々
は
関
ヶ
原
の
戦
い
直
後
か
ら
開
発
が

始
ま
り
、
一
七
世
紀
前
半
に
は
大
部
分
の

開
発
を
終
え
て
い
ま
す
。

七
郷
輪
中
に
は
、
上
之
郷
村
・
福
永
村
・

古こ
し
き敷

村
・
東
平
賀
村
・
西
平
賀
村
・
西
平
賀

新
田
・
南
之
郷
村
・
大
鳥
居
村
・
中
須
村
・

香
取
村
の
村
が
あ
り
ま
し
た
。

■
参
考
文
献

『
木
曽
三
川
流
域
誌
』

平
成
四
年

建
設
省
中
部
地
方
建
設
局

『
輪
中
―
そ
の
形
成
と
推
移
』

昭
和
六
三
年

安
藤
萬
壽
男

『
岐
阜
県
の
地
名
』
平
成
元
年

平
凡
社

『
愛
知
県
の
地
名
』
平
成
元
年

平
凡
社

『
三
重
県
の
地
名
』
平
成
元
年

平
凡
社



木
曽
岬
町
文
学
散
策

木
曽
岬
町
教
育
委
員
会
教
育
課

大
喜
多
啓
介

昭和50年生まれ
愛媛大学教育学部卒業
愛媛大学大学院教育学研究科
教科教育専攻国語教育専修修士課程修了

現在
木曽岬町教育委員会教育課係長兼指導主事

大喜多 啓介 氏

木曽川下流部の葦原

山口誓子の句碑
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山
口
誓
子
の
句
碑

「
青あ

お
あ
し葭
に
芭
蕉
の
水
路
な
ほ
残
る
」

昭
和
を
代
表
す
る
俳
人
山
口
誓
子
の
こ

の
句
碑
は
、
木
曽
川
下
流
に
位
置
す
る
桑

名
郡
木
曽
岬
町
の
白
鷺
川
跡
に
、
七
里
の

渡
し
の
記
念
碑
と
し
て
昭
和
五
六
年
に
建

立
さ
れ
た
も
の
で
す
。

『
木
曽
岬
町
史
』
に
よ
る
と
、

「
山
口
誓
子
が
東
海
道
七
里
の
渡
し
跡
を
、

弥
富
町
の
村
瀬
医
院
の
村
瀬
守
男
の
案
内

で
漫
歩
さ
れ
本
町
の
白
鷺
川
跡
に
立
っ
て

『
青
葭
に
芭
蕉
の
水
路
な
ほ
残
る
』
と
発
句

し
た
」

と
あ
り
ま
す
。“
発
句
し
た
”
と
あ
る
の
は
、

“
俳
句
を
詠
ん
だ
”
と
し
て
も
よ
い
の
で
す

が
、
連
句（
二
人
以
上
で
句
を
つ
な
い
で
一

つ
の
作
品
に
仕
上
げ
る
文
芸
）
の
最
初
の

五・七・五
を
特
に“
発
句
”
と
呼
ぶ
こ
と
か

ら
、
あ
る
い
は
、
案
内
さ
れ
た
村
瀬
氏（
と

そ
の
文
学
仲
間
）
と
連
句
を
楽
し
ん
だ
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
あ
た
り
を
詳
し
く
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
か
と
、
村
瀬
医
院
に
問
い
合

わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
村
瀬
守
男
氏
当
人

は
お
ら
れ
ず
、
身
内
に
も
当
時
の
こ
と
を

詳
し
く
知
る
方
は
見
え
な
い
と
の
こ
と
で

し
た
が
、
当
時
の
様
子
に
詳
し
い
と
い
う

こ
と
で
、
現
在「
か
た
り
べ
小
劇
場
」
を
主

宰
、「
弥
富
文
学
研
究
会
」
の
代
表
で
も
あ

る
大
島
静
雄
氏
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し

た
。大

正
生
ま
れ
で
八
〇
歳
を
超
え
て
お
ら

れ
る
大
島
氏
で
す
が
、
文
学
に
注
ぐ
情
熱

は
ま
っ
た
く
衰
え
を
知
ら
ず
、
村
瀬
守
男

氏
の
こ
と
、
山
口
誓
子
の
こ
と
な
ど
、
参

考
文
献
を
含
め
、
た
く
さ
ん
ご
教
示
い
た

だ
き
ま
し
た
。

冒
頭
紹
介
し
た「
青
葭
に
芭
蕉
の
水
路
な

ほ
残
る
」
の
句
碑
も
、
大
島
氏
に
ご
紹
介

い
た
だ
い
た『
や
と
み
文
学
散
歩
』
に
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば

「
誓
子
の
句
碑
は
至
る
と
こ
ろ
に
点
在
す

る
が
、
一
番
多
く
建
立
さ
れ
て
い
る
の
は

三
重
県
内
で
あ
り
、
あ
と
岐
阜
県
、
愛
知

県
と
な
っ
て
い
る
。
数
多
く
の
句
碑
は
各

地
の
美
し
い
景
色
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の

存
在
を
示
し
俳
人
な
ら
ず
と
も
、
こ
れ
ら

の
句
碑
に
出
合
え
ば
周
囲
の
景
色
を
あ
ら

た
め
て
見
直
す
こ
と
に
も
な
り
、
日
本
の

美
し
さ
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。」

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
も
、
山
口
誓
子

と
三
重
県
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ち
な
み
に
、『
木
曽
岬
町
史
』
に
お
い
て
、



「青葭に芭蕉の水路なほ残る」掛け軸

七里の渡し案内板
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山
口
誓
子
を
案
内
し
た
と
さ
れ
る
村
瀬
守

男
氏
に
つ
い
て
も
本
書
で
は
詳
し
く
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
俳
号「
水
螢
」
も
師
事
し
た

山
口
誓
子
に
賜
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
村
瀬
氏
は
残
念
な
が
ら
平
成

十
一
年
に
逝
去
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
弥
富

名
産
の
金
魚
を
詠
ん
だ
句
も
多
く
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

金
魚
田
の
夕
焼
け
水
の
底
ま
で
も

捨
て
金
魚
川
に
放
た
れ
い
き
い
き
と

村
瀬
水
螢
氏
作
品

ま
た
、
木
曽
岬
町
に
お
い
て「
青
葭
に
芭

蕉
の
水
路
な
ほ
残
る
」
と
詠
ん
だ
山
口
誓

子
も
、
弥
富
を
訪
れ
た
際
に
は
金
魚
を
題

材
に
し
た
句
を
残
し
て
い
ま
す
。『
や
と
み

文
学
散
歩
』
に
よ
れ
ば
、

「
誓
子
に
は
金
魚
の
句
が
沢
山
に
あ
り
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
弥
富
で
作
ら
れ
た
。
弥
富

の
金
魚
は
誓
子
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
門
を

は
じ
め
多
く
の
俳
人
に
広
め
ら
れ
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。」

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

群
金
魚
曲
流
な
し
て
槽
廻
る

山
口
誓
子

話
が
少
し
そ
れ
ま
し
た
が
、
山
口
誓
子

が
訪
れ
た
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
風
景
を

句
に
表
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

弥
富
が
金
魚
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
木
曽
岬

（
三
重
県
）
は
七
里
の
渡
し
で
あ
り
芭
蕉
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

七
里
の
渡
し

東
海
道
の
宿
駅
熱
田（
宮
宿
）
と
桑
名
を

渡
舟
で
結
ぶ
海
上
航
路
は「
七
里
の
渡
し
」

と
し
て
有
名
で
す
。
七
里
の
渡
し
は
、
渡

る
舟
の
大
小・
天
候
の
よ
し
あ
し・
潮
の
満

干
な
ど
の
影
響
で
航
路
を
変
え
て
い
ま
し

た
が
、
木
曽
岬
の
白
鷺
川（
明
治
二
十
年
代

の
木
曽
三
川
改
修
工
事
で
締
め
切
ら
れ
る
）

を
通
る
航
路
は
満
潮
時
の
航
路
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

明
治
の
時
代
に
締
め
切
ら
れ
た
白
鷺
川

で
す
か
ら
、
誓
子
の
頃
に
も
七
里
の
渡
し

の
名
残
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
た
だ「
青
葭
」
の
み
が
当
時
の
面
影
を

残
し
て
い
る
と
詠
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。「
芭

蕉
の
水
路
」
は
も
ち
ろ
ん“
七
里
の
渡
し
”

の
こ
と
。
こ
こ
に
誓
子
の
芭
蕉
へ
の
思
い

を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

山
口
誓
子
と
芭
蕉

後
に
俳
聖
と
称
さ
れ
る
松
尾
芭
蕉
は
、

紀
行
文『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
有
名
で
す

が
、
漂
泊
の
俳
人
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う

に
、
旅
を
題
材
に
し
た
作
品
を
多
く
残
し

て
い
ま
す
。
で
は
、
芭
蕉
が
実
際
に
七
里

の
渡
し
を
通
っ
た
の
は
い
つ
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
二
つ
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ

は
、
芭
蕉
四
十
一
～
四
十
二
歳・
貞
享
元
年

（
一
六
八
四
）、
江
戸
か
ら
故
郷
伊
賀
上
野

に
向
け
て
の
旅（『
野
ざ
ら
し
紀
行
』）。
も

う
一
つ
は
、
芭
蕉
四
十
四
～
四
十
五
歳・
貞

享
四
年
江
戸
を
出
発
し
東
海
道
を
下
る
旅

（『
笈
の
小
文
』）
で
す
。

誓
子
が「
芭
蕉
の
水
路
」
と
詠
ん
だ
の
が

ど
ち
ら
の
旅
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
が
、
遠
く
芭
蕉
の
時
代
に

思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
青
々
と
茂
る
葭
に
七

里
の
渡
し
の
風
景
を
思
い
重
ね
た
と
い
う

こ
と
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

山
口
誓
子
全
集
第
６
巻「
古
典
研
究
集
」

第
１
章「
芭
蕉・
蕪
村
研
究
」
に
、『
笈
の
小

文
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
作
品
の
中
で
す

ば
ら
し
い
句
と
し
て
、

鷹
ひ
と
つ

見
つ
け
て
う
れ
し

い
ら
こ
崎

が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。『
笈
の
小
文
』
の

旅
で
渥
美
半
島
の
伊
良
湖
を
訪
れ
た
芭
蕉

は
、
そ
の
後
熱
田
を
巡
り
、

磨
ぎ
な
ほ
す

鏡
も
清
し

雪
の
花

（
熱
田
神
宮
の
修
復
さ
れ
た
神
鏡
を
詠
ん
だ

句
）

蓬
左（
現
在
の
名
古
屋
）
を
経
て
、
七
里
の

渡
し
を
通
っ
て
故
郷
伊
賀
上
野
に
向
か
っ

た
の
で
す
。芭

蕉
と
木
曽
岬
町

山
口
誓
子
が
芭
蕉
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
、

「
青
葭
に
芭
蕉
の
水
路
な
ほ
残
る
」
と
詠
ん



「永き日を囀りたらぬひばりかな」句碑

「青柳の泥にしたたる汐いかな」句碑 木曽川に架かる尾張大橋を望む

10

研
究
資
料 

だ
よ
う
に
、
木
曽
岬
町
に
も
芭
蕉
の
影
響

が
及
ん
で
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
木
曽
岬
町
に
あ
る
二

つ
の
芭
蕉
句
碑
を
紹
介
し
ま
す
。

永
き
日
を

囀
り
た
ら
ぬ

ひ
ば
り
か
な

木
曽
岬
町
外そ

と
び
ら
き

平
喜
了
清
寺
に
あ
る
句
碑
に

刻
ま
れ
た
句
で
す
。
宝
暦
八
年（
一
七
五
八

年
）
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

青
柳
の

泥
に
し
た
た
る

汐
い
か
な

木
曽
岬
町
上
和
泉
源
盛
院
に
あ
る
句
碑
に

刻
ま
れ
た
句
で
す
。
同
じ
く
宝
暦
八
年

（
一
七
五
八
年
）
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
い

ず
れ
の
句
碑
も
芭
蕉
の
死
後
半
世
紀
を
経

て
建
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
か

ら
す
で
に
木
曽
岬
町
に
も
芭
蕉
熱
が
浸
透

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
こ
ま
で「
木
曽
岬
町
文
学
散
策
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
、
木
曽
岬
町
に
残
る
句
碑
を

中
心
に
述
べ
て
き
ま
し
た
。
研
究
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
あ
て
も
な
く
気
軽
に
山

口
誓
子
や
芭
蕉
に
思
い
を
は
せ
る
と
い
っ

た
趣
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
あ
え
て「
散
策
」

と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
今
や
弥
富

市
と
陸
続
き
に
な
り
、
七
里
の
渡
し
も
ほ

と
ん
ど
そ
の
面
影
を
残
し
て
い
な
い
木
曽

岬
町
で
す
が
、
堤
防
に
そ
っ
て
生
い
茂
る

葦
原
に
か
つ
て
渡
し
舟
が
行
き
交
っ
た
そ

の
残
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

■
参
考
文
献

『
木
曽
岬
町
史
』

『
や
と
み
文
学
散
歩
』
弥
富
文
学
研
究
会
編
著

『
木
曽
川
は
語
る
―
川
と
人
の
関
係
史
』

木
曽
川
文
化
研
究
会
著
：
風
媒
社

『
山
口
誓
子
全
集
第
六
巻
』

山
口
誓
子
著
：
明
治
書
院

『
現
代
俳
句
大
事
典
』

鷹
羽
狩
行
・
大
岡
信
・
稲
畑
汀
子
監
修
：
三
省
堂

『
新
潮
日
本
古
典
集
成

芭
蕉
文
集
』

富
山
奏
校
注
：
新
潮
社




