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１
．
石
船
（
川
石
を
運
ん
だ
川
船
）

　

輪
中
地
帯
の
家
屋
・
水
屋
・
命
塚
な
ど

の
建
設
や
護
岸
工
事
に
は
、
川
石
は
絶
対

に
欠
か
せ
な
い
資
材
で
し
た
。

　

下
流
域
で
は
採
掘
で
き
な
い
川
石
は
、

す
で
に
江
戸
時
代
か
ら
中
流
域
で
採
掘
さ

れ
、
川
船
に
よ
っ
て
下
流
域
の
石
問
屋
や

工
事
現
場
ま
で
運
ば
れ
て
い
た
の
で
す
。

（
大
正
10
年
生
ま
れ
・
芥
見
町
屋
の
石

船
の
船
頭
さ
ん
の
話
）

　

石
船
は
昔
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
栄

え
た
時
期
は
、
大
正
か
ら
昭
和
10
年
頃

ま
で
で
し
た
。
当
時
町
屋
に 
は
船
頭
の

家
が
50
軒
ほ
ど
、
船
も
50
杯
ぐ
ら
い

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

石
船
は
主
に
長
良
川
上
流
の
美
濃
町

（
現
美
濃
市
）
曽
代
あ
た
り
ま
で
石
を

拾
い
に
行
き
ま
し
た
。
拾
っ
た
石
は
長

良
や
揚
げ
門
（
現
在
の
金
華
橋
あ
た
り

に
忠
節
用
水
の
取
り
入
れ
口
が
あ
り
水

門
が
あ
っ
た
）
の
問
屋
へ
運
ぶ
の
が
普

通
で
し
た
。
日
置
江
や
墨
俣
方
面
ま
で

売
り
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

昭
和
初
期
に
な
る
と
、
鳥
羽
川
の
改
修

（
昭
和
２
〜
３
年
）
、
犀
川
の
改
修
工
事

（
昭
和
５
〜
６
年
）
が
始
ま
り
、
芥
見
の

石
船
の
全
盛
期
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
頃

に
は
船
頭
も
ど
ん
ど
ん
増
え
て
、
長
良
川

筋
の
美
濃
か
ら
長
良
ま
で
に
1
8
0
杯
の

石
船
が
あ
り
ま
し
た
。

　

朝
早
く
出
か
け
、
石
を
拾
い
、
長
良

や
揚
げ
門
ま
で
下
り
、
石
を
下
ろ
し
て

帰
る
。
そ
し
て
翌
日
の
準
備
を
す
る
…

の
繰
り
返
し
で
、
農
繁
期
以
外
は
川
の

水
の
都
合
が
良
い
限
り
続
け
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
昭
和
10
年
頃
で

40
杯
、
終
戦
頃
で
も
30
杯
ぐ
ら
い
と
、

次
第
に
少
な
く
な
り
ま
し
た
。　

　

伊
勢
湾
台
風
（
昭
和
34
年
）
頃
ま
で
は

多
少
の
石
の
需
要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
と
か
テ
ト
ラ
ポ
ッ

ト
に
押
さ
れ
、
昭
和
42
年
頃
に
は
誰
も
石

船
に
は
乗
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

 

２
．
わ
ら
灰
や
土
管
・
瓶
な
ど
を
下

流
か
ら
運
ん
だ
川
船

　

炊
事
や
風
呂
沸
か
し
な
ど
で
わ
ら
を
燃
や

し
て
で
き
る
わ
ら
灰
は
、
昔
か
ら
貴
重
な
肥

料
と
し
て
流
通
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
長
良
川
下
流
域
で
多
く
生
産

さ
れ
、
川
船
に
よ
っ
て
岐
阜
近
辺
ま
で
運

ふるさとの歴史

こぼれ話

Vol.11

搬
さ
れ
、「
灰
屋
」
と
呼
ば
れ
る
問
屋
や
農

家
に
買
わ
れ
、
各
地
で
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
灰
は
「
海
水
を
含
ん
だ
水
で
育
っ
た

稲
だ
け
に
塩
分
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
よ

く
効
く
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

長
良
川
大
縄
場
大
橋
の
下
流
・
左
岸
に

小
熊
野
湊
が
あ
り
、「
灰
屋
」
と
呼
ば
れ
た

河
岸
問
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
問
屋
は
上
流
の
村
々
か
ら
運
ば
れ

て
く
る
薪
や
炭
を
預
か
り
、
下
流
に
向
か

う
大
型
の
船
に
積
み
替
え
、
名
古
屋
や
桑

名
方
面
に
運
び
ま
し
た
。
そ
し
て
帰
り
は
、

愛
知
県
飛
島
や
鍋
田
周
辺
、
長
島
町
周
辺
、

海
津
市
周
辺
で
仕
入
れ
た
40
〜
1
5
0
俵

の
わ
ら
灰
を
積
ん
で
、
小
熊
野
湊
に
上
っ

て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
武
儀
郡
（
現
・

関
市
や
美
濃
市
）
や
稲
葉
郡
（
現
・
岐
阜

市
や
各
務
原
市
）、
山
県
郡
（
現
・
岐
阜
市

北
東
部
や
山
県
市
）
の
村
々
に
馬
車
や
荷

　

武
儀
川
沿
い
の
中
屋
か
ら
桑
名
ま
で
行

き
来
し
て
い
た
川
船
は
「
中
屋
を
午
前
６

時
に
発
し
、
桑
名
に
は
翌
日
午
後
４
時
頃

達
す
。
帰
船
は
五
日
間
経
る
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
や
は
り
、
上
り
は
下
り
の
何

倍
も
大
変
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
お
話
・
岐
阜
の
歴
史
サ
ー
ク
ル
」
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前
号
で
は
、
昭
和
初
期
ま
で
の
物
資
輸

送
の
中
心
は
長
良
川
な
ど
河
川
を
利
用

し
た
川
船
で
あ
っ
た
こ
と
、
あ
ち
こ
ち

に
川
湊
（
土
場
）
が
あ
り
、
米
・
薪
・

炭
・
竹
・
茶
な
ど
上
流
の
産
物
が
下
流

の
都
市
部
・
名
古
屋
や
桑
名
な
ど
に
運

ば
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
前
号
で
紹
介
し
切
れ
な

か
っ
た
石
船
の
こ
と
、
ま
た
下
流
か
ら

流
れ
に
逆
ら
っ
て
何
を
積
ん
で
ど
の
よ

う
に
川
上
に
向
か
っ
た
の
か
を
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

 

○
こ
の
文
章
は
、「
岐
阜
県
史
・
通
史
編
・
近

代
下
」「
岐
阜
市
史
・
史
料
編
・
近
代
１
」「
長

良
川
水
系
の
河
川
水
運
」「
古
老
に
聞
く
」
な

ど
を
も
と
に
、
後
藤
征
夫
が
ま
と
め
ま
し
た
。

長
良
川
の
舟
運
② 

　
　
　
　

小熊野湊があった付近

尻毛湊があった付近

土
鍋
や
七
輪
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
物
資
は
、
墨
俣
湊

や
尻
毛
湊
な
ど
に
運

搬
さ
れ
ま
し
た
。
尻

毛
湊
か
ら
は
本
巣
郡

や
揖
斐
郡
の
村
々
へ

馬
車
で
購
入
さ
れ
て

行
き
ま
し
た
。
ま
た

本
巣
郡
北
方
町
や
稲

葉
郡
黒
野
村
（
現
・

岐
阜
市
黒
野
）
の
小

売
店
に
送
っ
た
り
荷
車
で
運
搬
し
た
り
し
ま

し
た
。
ま
た
墨
俣
湊
か
ら
は
安
八
郡
な
ど
周

辺
の
村
々
に
購
入
さ
れ
て
行
き
ま
し
た
。

３
．
上
流
へ
の
運
行
は
ど
の
よ
う
に
し

て
上
っ
た
の
？
．

　

伊
勢
湾
や
河
口
付
近
、
下
流
域
で
は
、

船
頭
た
ち
は
、
帆
を
張
り
風
の
力
を
利
用

し
た
り
、
櫂
を
使
っ
た
り
し
ま
し
た
。
ま

た
川
底
が
浅
く
な
っ
て
い
る
所
で
は
竿
も

利
用
し
、
上
流
へ
向
か
い
ま
し
た
。　

　

川
の
上
流
へ
向
か
う
時
は
帆
を
張
っ
て

風
の
力
を
利
用
す
る
の
で
す
が
、
瀬
の
多

い
所
に
は
船
を
引
っ
張
る
人
が
い
ま
し
た
。

た
い
て
い
は
百
姓
の
片
手
間
で
働
く
人
で

墨
俣
か
ら
長
良
ま
で
は
三
人
一
組
で
引
っ

張
り
ま
し
た
。
長
良
か
ら
上
流
で
は
人
が

交
替
し
、
今
度
は
五
人
一
組
で
四
人
が
引

き
一
人
が
船
に
乗
っ
て
竿
で
助
け
ま
し
た
。

車
で
運
ば
れ
て
行
き
ま
し
た
。

  

長
良
川
中
流
域
の
多
く
の
川
湊
で
も
、
桑

名
や
名
古
屋
な
ど
伊
勢
湾
方
面
ま
で
物
資

を
運
ん
だ
川
船
が
帰
っ
て
く
る
頃
を
見
計

ら
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
場
に
農
家
の
人

た
ち
が
集
ま
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
一

人
で
20
〜
30
俵
も
の
わ
ら
灰
を
船
頭
か
ら

購
入
し
て
は
、
荷
車
に
積
み
込
ん
で
帰
っ

て
行
き
ま
し
た
。

　

わ
ら
灰
の
他
に
も
、
下
流
域
か
ら
上
っ
て

く
る
川
船
で
運
ば
れ
た
物
が
あ
り
ま
し
た
。

　

墨
俣
湊
や
長
良
川
支
流
伊
自
良
川
沿
い

に
位
置
す
る
尻
毛
湊
に
は
、
石
炭
や
粉
炭

（
名
古
屋
港
か
ら
）、
土
管
や
瓶
（
常
滑
よ

り
）、
万
古
焼
（
四
日
市
よ
り
）、
ニ
ガ
リ
（
桑

名
よ
り
）、
塩
な
ど
が
運
搬
さ
れ
ま
し
た
。

　

瓶
に
は
赤
瓶
（
田
の
肥
だ
め
用
）
と
水
瓶

（
家
庭
用
）
の
二
種
類
が
あ
り
、
土
管
に
は

13
種
類
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
万
古
焼
に
は

―

物
質
輸
送
で
上
流
と
下
流
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
き
来
し
た
川
船 ―

長良川を上る川船

木曽三川を行き来した川船と湊
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