
群
馬
県
無
形
文
化
財
緊
急
調
査
報
告
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群

馬
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教

育

委
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会

編

舟

大

工

と

川

舟



序

日
本
人
は
、
米
食
民
族
と
も
、
魚
食
民
族
と
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
来
、
米
と
海
産
物
と
深
く
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
歴
史
学.

人
類
学
界
で
繰
返 

し
話
題
に
な
る
「
日
本
人
起
源
」
論
で
も
、
私
達
の
先
祖
が
コ
メ
を
も
っ
て
海
を
越
え
て
き
た
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
が
よ
く
示
さ
れ
ま
す
。

四
界
を
海
に
囲
ま
れ
た
わ
が
国
の
文
化
に
は
海
洋
の
影
響
が
極
め
て
強
い
の
で
す
が
、

「海
な
し
県.

群
馬
」
に
は
、
海
岸
も
、
港
湾
も
、
漁
村
と
い
え
る 

も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
各
地
の
支
流
を
収
め
て
悠
々
た
る
容
相
を
呈
し
て
流
れ
る
利
根
川
と
豊
か
な
伏
流
水
を
集
め
た
沼
沢
地
に
囲
ま
れ
た
館
林
邑 

楽
地
方
は
、
水
郷
と
も
い
う
べ
き
土
地
柄
で
し
た
。
海
と
は
異
に
す
る
と
は
い
え
、
こ
の
土
地
に
生
活
す
る
人
々
と
周
囲
に
広
が
る
水
面
と
は
切
っ
て
も
切
れ 

な
い
深
い
関
係
を
も
っ
て
き
ま
し
た
。
昭
和
四
十
八
年
度
に
実
施
し
た
東
毛
地
方
文
化
財
総
合
調
査
に
お
い
て
も
、
様
々
に
工
夫
さ
れ
た
漁
撈
用
具
、
各
種
の 

使
途
に
応
じ
た
舟
、
湿
田
用
の
農
耕
具
等
ほ
か
で
は
み
ら
れ
ぬ
用
具
の
ほ
か
に
、
水
と
の
闘
い
か
ら
生
ま
れ
た
独
特
の
風
俗
習
慣
な
ど
、
こ
の
地
方
の
人
々
の 

知
恵
が
生
み
出
し
た
生
活
文
化
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
水
郷
地
帯
も
、
近
時
の
治
山
治
水
事
業
や
耕
地
整
理
の
進
涉
に
よ
り
、
ま
た
、
交
通
機
関
や
農
業
技
術
の
発
達
、
生
活
様
式
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、
急 

速
な
変
貌
を
と
げ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
地
方
の
人
々
に
と
っ
て
生
活
必
需
品
で
あ
っ
た
各
種
の
船
も
必
要
が
な
く
な
り
、
打
ち
捨
て
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
に
あ 

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
伝
統
的
工
法
を
伝
え
て
き
た
船
大
工
も
、
そ
の
仕
事
が
な
く
な
り
、
転
職
や
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
レ
ジ
ャI

用
ボ
ー 

卜
(

小
型
で
は
あ
る
が
、
洋
式
の
工
法
で
製
作
さ
れ
、
主
と
し
て
合
成
樹
脂
を
材
料
と
す
る)

な
ど
に
活
路
を
見
い
出
し
た
り
、
農
作
業
の
合
い
間
に
注
文
を 

受
け
る
な
ど
し
て
、
伝
統
的
木
造
船
の
工
法
を
伝
え
る
人
が
数
人
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
現
状
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
次
の
調
査
で
は
、
こ
の 

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
船
大
工
の
技
術
を
対
象
と
し
、
記
録
保
存
に
つ
と
め
ま
し
た
。

県
教
育
委
員
会
で
は
無
形
文
化
財
の
保
護
の
た
め
調
査
し
資
料
を
得
た
わ
け
で
す
が
、
み
な
さ
ま
の
御
理
解
と
研
修
の 

一
助
に
な
れ
ば
と
考
え
、
こ
の
報
告 

書
を
公
刊
い
た
し
ま
す
。

末
筆
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
書
が
広
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
念
願
し
つ
つ
、
調
査
に
あ
た
り
御
尽
力•

御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
多
く
の
方
々
に
対
し
、
 

心
か
ら
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

昭
和
五
十
三
年
十
二
月

群

馬

県

教

育

委

員

会
 

教

育

長

山

川

武

正
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無

形

文

化

財

緊

急 

調

査

実

施

要

綱

1
1

趣 

匕日

本
県
に
は
多
種
多
様
の
無
形
文
化
財
が
存
在
し
て
い
る
が
、
社
会
生 

活
の
変
化
等
に
よ
り
急
速
に
消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
特
に
重
要
な
も
の
で
、
緊
急
に
保
存
対
策
を
講
じ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
無
形
の
文
化
財
に
つ
い
て
、
調
査
の
う
え
記
録
を
作
成
し 

保
存
対
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
。

2

調
査
対
象

「
利
根
水
系
の
川
舟
と
舟
大
工
」
(

邑
楽
郡)

舟
大
工
は
海
辺
の
港
町
や
漁
村
に
あ
っ
て
は
、
そ
こ
に
生
活
す
る
人 

々
に
と
っ
て
生
命•

財
産•

生
産
を
左
右
す
る
舟
船
を
作
製
す
る
技
術 

者
と
し
て
極
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。

海
岸
線
を
も
た
な
い
本
県
で
も
、
近
代
に
至
る
ま
で
重
要
な
輸
送
機 

関
で
あ
っ
た
水
運
の
大
動
脈
と
も
い
う
べ
き
利
根
川
流
域
や
広
大
な
水 

面
を
有
す
る
邑
楽
地
方
で
は
、
舟
船
も
舟
大
工
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な 

い
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
最
近
の
交
通
手
段
の
発
達
、
農
耕
や
農
業
機
器
の
変
化
、
 

橋
梁
建
設
技
術
の
進
歩
等
の
影
響
で
舟
船
の
需
要
度
は
極
度
に
へ
り
、
 

そ
れ
に
伴
っ
て
伝
統
的
工
法
を
伝
え
る
舟
大
工
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
を 

消
し
て
し
ま
っ
た
。

昭
和
五
十
二
年
度
の
調
査
対
象
と
し
て
は
、
漁
撈
用
、
輸
送
用
、
田

作
業
用
な
ど
の
使
用
目
的
に
よ
っ
て
多
様
な
発
達
を
と
げ
た
邑
楽
地
方 

の

「
川
舟
」
の
形
態
を
把
握
し
、
現
在
も
川
舟
製
作
に
従
事
し
て
い
る 

舟
大
工
の
技
術
調
査
を
お
こ
な
ぅ
。

a

調
査
主
体
者

群
馬
県
教
育
委
員
会

4
-

調
査
協
力
機
関

板
倉
町
教
育
委
員
会

明
和
村
教
育
委
員
会

板
倉
町
史
編
さ
ん
室

5.
調

査

員

宮
田
茂
板
倉
町
史
編
さ
ん
室
長

阪
本
英
一
県
立
博
物
館
学
芸
課
長

6
-

調

査

内

容

⑴

舟
大
工
の
技
術
等
の
調
査

⑵
 

川
舟
の
形
態
と
使
用
方
法

⑶
 

舟
船
作
成
に
係
る
用
材•

工
具
等
の
調
査

⑷
 

そ
の
他
川
舟
に
関
す
る
資
料
等
の
調
査

孓

ま

と

め

⑴
 

調
査
資
料•

図
面•

写
真
等
の
保
存

⑵
 

調
査
報
告
書
「
舟
大
工
と
川
舟
」
作
成



は 

じ 

め 

に

I

、
海
と
川
の
舟

人
間
や
荷
物
な
ど
を
の
せ
て
水
上
を
移
動
す
る
船
舟
と
し
て
最
も
原
始
的
な
も
の
は
、
大
木
を
刳
り
ぬ
い
て
作
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
、

「
く
り
ぬ
き
一
木
造
り 

の
舟
」
(

ま
る
き
ぶ
ね=

丸
木
舟•

独
木
舟
。
以
下
く
り
舟
と
い
ぅ)

で
あ
る
。
く
り
舟
は
、
材
料
と
し
て
巨
木
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
を
の
ぞ
く 

と
製
法
が
最
も
簡
易
な
の
で
、
縄
文
時
代
に
つ
く
ら
れ
て
以
来
延
々
現
代
に
ま
で
及
ん
で
い
る(

注1
)

。
現
在
国
か
ら
指
定
を
受
け
て
い
る
重
要
有
形
民
俗 

文
化
財
の
中
に
も
八
件
の
く
り
舟
が
含
ま
れ
て
い
る
。

L
 

ア
ィ
ヌ
の
ま
る
き
ぶ
ね 

一
隻

北
海
道
大
学
農
学
部
附
属
博
物
館
保
管

昭
和
32• 6
.
3

指
定

北
海
道
大
学
農
学
部
附
属
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
ア
ィ
ヌ
の
河
沼
用
ま
る
き
ぶ
ね(

チ
ッ
プ)

は
、
ヤ
チ
ダ
モ
のI

木
を
く
り
ぬ
い
た
も
の
で
河
沼 

用
の
漁
お
よ
び
交
通
運
搬
に
使
用
さ
れ
る
。

Z
 

泊
の
ま
る
き
ぶ
ね 

一  

隻 

青
森
県
立
郷
土
館
保
管

昭
和
38. 5
 .

15
指
定

青
森
県
の
泊
は
太
平
洋
岸
に
位
置
す
る
漁
撈
村
落
で
、
主
と
し
て
磯
も
の(

ア
ワ
ビ.

ワ
カ
メ
等)

を
採
取
す
る
た
め
自
家
製
の
小
形
丸
木
舟
を
使
用
し 

て
き
た
。

ふ
大
船
渡
の
ま
る
た 

I

隻

岩
手
県
大
船
渡
市

昭
和
33• 4
 •

18
指
定

大
船
渡
の
ま
る
た
は
古
来
か
ら
大
船
渡
湾
内
の
漁
撈(

ア
ワ
ビ.

ワ
カ
メ. 

ノ
リ)

に
用
い
ら
れ
た
ま
る
き
ぶ
ね
の
こ
と
で
あ
る
。
志
田
兼
右
衛
門
所
有 

の
ま
る
た
は
、
推
定
七
〜
八
十
年
を
経
過
し
て
い
る
使
用
に
堪
え
る
唯
一 

の
も
の
で
あ
る
。



4. 

沢
内
の
ま
る
き
ぶ
ね
一
隻

岩
手
県
和
賀
郡
沢
内
村

昭
和
39• 5
 .

29
指
定

こ
の
ま
る
き
ぶ
ね
は
、
杉

のI

木
を
く
つ
た
も
の
で
、
和
賀
川
の
護
岸
工
事
の
際
に
は
石
を
運
ぶ
た
め
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
。
古
く
は
同
じ
型
の
ま
る 

き
ぶ
ね
を
同
地
方
で
渡
舟
と
し
て
使
つ
て
い
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

5. 

田
沢
湖
の
ま
る
き
ぶ
ね
一
隻

秋
田
県
仙
北
郡
田
沢
湖
町

昭
和
39. 5
 -

29
指
定

こ
の
ま
る
き
ぶ
ね
は
、
杉
の
一
木
を
く
つ
た
も
の
で
、
田
沢
湖
に
お
け
る
罇
漁
に
主
と
し
て
使
用
さ
れ
、
ま
た
同
湖
上
の
交
通
に
も
使
用
さ
れ
た
。

6. 

大
沼
の
箱
形
く
り
ぶ
ね

一
隻

(

き
つ
つ)

秋
田
市
秋
田
経
済
大
学
保
管

昭
和
39•  5
 -

29
指
定

こ
の
く
り
ぶ
ね
は
、
杉
の
一
木
を
く
つ
た
も
の
で
、
秋
田
県
仙
北
郡
田
沢
湖
町
に
あ
る
大
沼(

潅
溉
の
沼)

に
お
け
る
や
す
漁
に
使
用
さ
れ
た
扁
平
角
形 

の
小
舟
で
あ
る
。
秋
田
地
方
で
は一

般
に
長
方
形
の
槽
ま
た
は
箱
を
き
つ
つ
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
小
舟
の
「
き
つ
つ
」
と
い
う
名
称
も
こ
れ
に
由
来
す 

る
〇

7. 

男
鹿
の
ま
る
き
ぶ
ね 

一

隻

秋
田
県
男
鹿
市

昭
和
40. 6

・9

指
定

男
鹿
半
島
沿
岸
部
落
で
は
、
磯
も
の
を
採
取
す
る
た
め
丸
木
舟
を
使
用
し
て
き
た
。
こ
れ
はI

木
づ
く
り
二
人
乗
り
式
で
あ
る
。

8. 

江
崎
の
ま
る
き
ぶ
ね
一
隻

山
口
県
防
府
市
立
海
洋
民
俗
資
料
収
蔵
庫
保
管

昭
和
32• 6
 • 3

指
定



こ
の
ま
る
き
ぶ
ね
は
阿
武
郡
田
万
川
町
江
崎
の
海
岸
に
埋
没
し
て
い
た
も
の
で
、
も
み
の 

一
木
を
く
り
ぬ
き
、
外
海
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
。

こ
の
く
り
舟
と
平
行
し
て
、
弥
生
時
代
か
ら
「
く
り
ぬ
き
お
も
き
造
り
舟(

複
材
く
り
舟)

」
の
遺
物
が
発
堀
さ
れ
て
い
る
。
弥
生
中
期
頃
か
ら
鉄
器
の
使 

用
を
証
す
る
遺
物
が
出
て
く
る
が
、
オ
ノ•

チ
ョ
ゥ
ナ.

ヤ
リ
ガ
ン
ナ
等
の
鉄
製
工
具
の
登
場
は
、
そ
れ
ま
で
の
石
器
よ
り
も
工
作
技
術
を
飛
躍
的
に
発
展
さ 

せ
る
こ
と
に
な
る
。

複
材
く
り
舟
は
、
二
個
以
上
の
材
料
を
接
合
さ
せ
る
方
法
で
く
り
舟
を
製
作
す
る
。
従
来
の
よ
う
な
大
木
を
使
用
し
な
く
と
も
製
作
が
可
能
に
な
り
、
船
体 

の
増
大
や
航
行
能
力
も
く
り
舟
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
も
の
が
で
き
る
。

こ
の
弥
生
時
代
に
出
現
し
た
複
材
く
り
舟
は
、
古
代
、
中
世
を
通
じ
て
多
様
な
発
展
を
と
げ
、
く
り
舟
と
同
様
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
国
指
定
重
要 

有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
複
材
く
り
舟
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

L
 

ど

ぶ

ね(

は
な
き
り) 

|
隻

新
潟
県
直
江
津
市
立
水
族
博
物
館
保
管

昭
和
30• 4
 .

22
指
定

ど
ぶ
ね
はI

名
は
な
き
り
と
よ
ば
れ
、
新
潟
県
中
頸
城
、
西
頸
城
地
方
の
海
岸
で
地
曳
網
用
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
和
船
で
あ
る
。
浮
力
が
あ
り
、
舟 

足
も
軽
く
、
耐
用
年
数
は
七
〇
年
に
も
お
よ
ぶ
と
い
う
。
付
近
の
山
か
ら
き
り
だ
し
た
杉
の
原
木
を
現
地
で
木
割
り
を
し
て
乾
燥
し
た
う
え
で
組
立
て
る
。
 

舟
底
の
わ
ん
曲
部
は
厚
木
を
刳
っ
た
も
の
を
使
う
が
、
こ
れ
を
オ
モ
キ
と
呼
ぶ
。
反
り
を
つ
け
る
場
合
に
は
焼
き
曲
げ
を
し
て
、
接
合
に
も
釘
を
使
わ
す
、
 

チ
キ
リ
と
い
う
楔
と
ゥ
ル
シ
を
用
い
る
。

9̂
 

ト
モ
ド
ー
隻

島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町
焼
火
神
社
保
管

昭
和
30• 2
 • 3

指
定

ト
モ
ド
は
、
く
り
ぬ
き
お
も
き
造
り
系
統
に
属
す
る
和
船
で
、
隠
岐
島
前
に
二
隻
残
存
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち|

隻
が
標
本
化
さ
れ
焼
火
神
社 

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。



a

諸

手

船

二

隻

島
根
県
八
束
郡
美
保
関
町
美
保
神
社
保
管

昭
和
30• 2
.
3

指
定

諸
手
船
は
美
保
神
社
の
神
事
用
船
と
し
て
保
管
さ
れ
て
き
た
が
、
典
型
的
な
く
り
ぬ
き
お
も
き
造
り
系
に
属
す
る
和
船
で
あ
る
。

4.
そ
り
こ 

一
隻

島
根
県
八
束
郡
美
保
関
町
美
保
神
社
保
管

昭
和
38. 5
 •

15
指
定

そ
り
こ
は
島
根
県
の
中
ノ
海
で
赤
貝
を
と
る
た
め
に
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
複
材
く
り
舟
で
、

一  

本
の
原
木
か
ら
巧
み
に
二
本
の
船
材
を
割
り
出
し
て 

接
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
船
体
の
接
合
に
あ
た
っ
て
は
別
に
補
助
材
を
用
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
も
特
色
が
あ
る
。

五
世
紀
頃
築
造
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
宮
崎
県
西
都
原ー

ー

〇
号
古
墳
か
ら
出
土
し
た
船 

の
埴
輪(

図1
)

は
、
複
材
く
り
舟
の
構
造
を
造
船
の
基
本
と
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
好 

例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
船
は
準
構
造
船
ま
た
は
半
構
造
船
と
い
わ
れ
、
和
船
と
し
て
は
室 

町
時
代
に
至
る
ま
で
造
船
の
基
本
構
造
で
あ
っ
た
。
中
世
の
絵
巻
物
な
ど
に
描
か
れ
て
い
る 

舟
船
も
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
よ
う
な
型
体
を
し
て
い
る(

注2
)

。
大 

型
船
、
例
え
ば
、
古
代
の
遣
唐
使
船
、
中
世
の
バ 

ハ
ン(

八
幡)

船
•

遣
明
船
な
ど
に
は
中 

国•

朝
鮮
の
造
船
技
術
の
影
響
が
み
ら
れ
、
戦
国
〜
江
戸
初
期
の
御
朱
印
船
に
は
洋
船
や
ジ 

ャ
ン
ク
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
没
岸
航
路
用
の
船
が
大
和
型
船
と
称 

さ
れ
る
よ
う
に
、
菱
垣
廻
船
、
樽
廻
船
、
北
前
船
な
ど
も
く
り
舟
か
ら
発
達
し
た
日
本
独
特 

の
造
船
技
術
の
伝
統
上
に
位
置
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

表1
.
2

を
対
照
す
る
と
、
く
り
舟
は
海
湾.

河
沼
ど
ち
ら
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
 

複
材
く
り
舟
は
海
湾
だ
け
残
存
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
波
浪
の
影
響
力
、
水
深
、
環
境
、

初•狗県のIとぶTol」は、丄U77Lの反己 かめ 
人こぎである。この船は12人でこげるので当時と 
してはかなりの大船だったろう。又、波浪を防ぐ 
ための棚板や船腹の増大のための舷も明白で、相 
当な耐航性があったと推定される。

(西都原110号古墳出土、東京国立博物館蔵)

(1図)埴輪の船(初期の構造船)

麵部は複材刳舟
(全長101 cm)



航
行
距
離
、
用
途
等
の
諸
条
件
が
海
水
面
と
内
水
面
で
か
な
り
の
相
違 

が
あ
る
の
で
、
単
純
な
く
り
舟
で
は
対
応
能
力
に
限
界
が
あ
る
。
複
材 

く
り
舟
か
ら
構
造
船
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
過
程
で
の
技
術
革
新
は
海
の 

船
の
製
作
に
必
要
性
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
く
り
舟
の
製
作
過
程
で
は
最
初
に
木
取
り
を
す
る
が
、
そ
の 

方
法
に
二
種
類
あ
る(

図2
)

。
こ
れ
は
木
材
の
性
質
に
よ
る
と
い
ぅ 

説
が
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
そ
の
舟
を
使
用
す
る
諸
条
件
か
ら
規
定
さ
れ 

る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
水
に
浮
か
べ
た
場
合
、㈧

と
(B)
を
比

ヘ
る
と
(B
の
方
が
浮
き
出
る
形
で
あ
る
が 

そ
れ
だ
け
、
安
定
性
は
低
く
な
る
。

つ
ま

り
(A)
の
方
が
吃
水(

舟
足)

が
深
く
な
る
。

(B)
の
よ
ぅ
に
吃
水
の
浅
い
型
は
、
流
水
を 

す
べ
っ
て
、
浅
瀬
を
わ
た
っ
て
ゆ
く
の
に 

都
合
が
良
く
、
(A)
の
よ
ぅ
に
吃
水
の
深
い

型
は
波
の
衝
撃
に
強
く
復
元
力
が
大
き
い
。
(A)
は
、
船
首
を
鋭
角
的
に
し
、
舷
側
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
海
水
面
を
き
り
さ
い
て 

進
行
す
る
の
に
便
で
あ
る
。
(B)
は
、
平
面
的
な
広
い
舟
底
と
水
と
の
磨
擦
を
排
除
し
た
フ
ラ
ッ
ト
な
船
首
で
、
浅
瀬
の
多
い
河
沼 

の
上
を
す
べ
ら
せ
て
ゆ
く
の
に
便
で
あ
る
。

湖
沼•

河
川
な
ど
に
適
合
し
た
船(

以
後•

川
舟
と
総
称
す)

は
、
海
の
船
と
は
異
な
っ
た
水
質,

環
境
に
合
わ
せ
て
工
夫
が 

こ
ら
さ
れ
、
伝
統
的
工
法
を
伝
え
て
き
た
。
川
舟
は
人
馬
や
荷
駄
の
連
搬
を
主
目
的
と
し
て
河
川
を
往
来
す
る
も
の
と
漁
撈
を
主 

目
的
と
し
て
使
用
さ
れ
る
湖
沼
の
も
の
と
で
工
法
に
違
い
が
生
じ
る
だ
け
で
な
く
、
水
質
や
水
流
に
応
じ
て
微
妙
な
差
異
を
も
っ 

て
い
る
。
今
回
の
調
査
地
域
で
あ
っ
た
邑
楽
地
方
で
も
、
本
文
に
紹
介
し
た
よ
ぅ
に
、
利
根
川
と
渡
良
瀬
川
、
板
倉
沼.

城
沼. 

多
々
良
沼
そ
し
て
近
藤
沼
と
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
を
も
っ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

(表1)一木造りの「くり舟」の例

名 称所在地材質長さ最大幅備 考

チ ッ プ北海道ヤチダモ 60ぎ"49河沼用

まるきぶね青森県ブナ 451 78 海湾用

ま る た岩手県スギ 600 69 "

まるきぶね ” " 548 70 河川用

” 秋田県 " 576 42 湖沼用

き っ つ" :, 251 68 やす漁

まるきぶね " " 655 85 海湾用

 " 山口県モミ 706 83 外海用

(表2) 「くりぬきおもき造り」和船の例

名 称 所在地 材 質 i さ 最大幅 考

どぶね(はなきり) 新潟県 ス ギ 1,000 150 地曳網用

ト モ ド 鳥根県 け 621 91 海湾用

もろたぶね 〃 モミ 664 112 "

そ り こ" " 618 105 "



二
、
川
舟
と
人
々
の
暮
し

古
来
、
湖
沼
や
河
川
は
人
間
の
生
活
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

「
母
な
る
大
地
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、

「
水
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
土
地
は
生 

き
生
き
と
鼓
動
を
打
つ
。
淡
水
は
飲
料
水
、
農
業
用
水
、
生
活
用
水
、
工
業
用
水
等
々
と
し
て
、
人
間
の
生
命
を
支
え
る
確
固
た
る
基
盤
で
あ
る
。
満
々
た
る 

海
水
に
か
こ
ま
れ
た
瀬
戸
内
海
の
島
々
か
ら
「
渴
水
」

「
水
飢
饉
」
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
く
こ
と
は
多
く
、

「
水
飢
饉
」

「
水
争
い
」
の
歴
史
を
も
つ
日
本
の
国 

自
身
が
四
周
を
大
海
で
ふ
ち
ど
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
合
わ
せ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
日
本
は
世
界
的
に
み
れ
ば
降
水
量
に
恵
ま
れ
た
部
類
に
属
し
、
ま
た
、
 

そ
の
水
質
も
良
好
で
あ
っ
た
。
外
国
旅
行
へ
行
く
人
に
「
生
ま
水
は
飲
む
な
」
と
い
う
ア
ド
ヴ
ァ
ィ
ス
は
良
く
耳
に
す
る
。

「
水
の
う
ま
さ
」
を
知
っ
た
日
本 

人
の
食
生
活
で
水
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
油
処
理
を
基
本
と
す
る
外
国
の
調
理
に
対
し
、
日
本
料
理
は
水
処
理
の
調
理
と
い
え
よ
う
。

良
質
の
水
は
清
潔
な
土
地
と
豊
か
な
森
林
が
な
く
て
は
確
保
さ
れ
な
い
。
し
か 

る
に
、
開
発
と
い
う
名
目
で
山
を
く
ず
し
、
森
林
を
消
滅
さ
せ
、
大
量
の
化
学
製 

品
や
薬
品
で
農
産
物
を
生
産
し
、
湖
沼
河
川
に
汚
水
を
流
入
さ
せ
る
現
代
文
明
は 

一
 

こ
こ
で
も
己
れ
の
手
で
己
れ
の
首
を
し
め
る
と
い
う
愚
を
演
じ
て
い
る
。

「良
質 

な
水
は
、
も
は
や
文
化
財
だ
。
」
と
い
う
笑
え
な
い
事
態
に
ま
で
お
ち
こ
ん
で
い 

る
の
が
、
か
っ
て
の
「
ミ
ズ
ホ
の
国
」
日
本
の
現
実
で
あ
る
。

生
命
の
根
源=

水
は
、
ま
た
、
交
通•

運
搬
の
動
脈
で
も
あ
っ
た
。

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
以
前
の
湖
沼
河
川
は
、
最
も
重
要
な
輸
送
路
の
役
割
を, 

に
な
い
、
人
々
の
生
活
や
文
化
の
伝
播
に
は
か
り
知
れ
な
い
貢
献
を
し
て
き
た
。
 

そ
こ
を
移
動
す
る
各
種
の
川
舟
は
、
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
り
、
バ
ス
や
乗
用
車
で
あ
っ 

た
。
本
県
で
も
、
利
根
水
系
は
交
通
の
大
動
脈
で
あ
り
、
特
に
、
徳
川
幕
府
の
置
、
 

か
れ
た
江
戸
が
政
治.

経
済•

文
化
の
中
心
と
し
て
成
長
し
た
江
戸
時
代
の
利
根 

の
水
運
は
、
お
お
い
に
活
況
を
呈
し
て
い
た(

図3
)

。
河
岸
は
舟
着
場
で
あ
る 

だ
け
で
な
く
、
問
屋
や
宿
屋
が
置
か
れ
、
舟
頭
や
舟
客
を
相
手
と
す
る
様
々
な
商



売
の
成
り
立
つ
繁
盛
の
場
で
あ
っ
た
。
明
治
十
三
年
の
状
況
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
河
岸
と
舟
数
は 

(

表3
)

の
と
お
り
で
、
当
時
の
盛
ん
な
様
が
想
起
さ
れ
る
。
島
村
の
古
老
の
河
岸
に
つ
い
て
の
想
い 

出
話
を
書
き
と
め
た
も
の
が
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
(

注3
)

〇 
(

略)

わ
し
の
家
は
友
吉
舟
頭
と
い
わ
れ
て
、
親
ぢ
の
友
吉
が
明
治
〇
年
に
亡
く
な
る
ま
で
船
問 

屋
を
や
っ
て
お
っ
た
。

親
船
一
隻
を「

一

丁
株
」
と
い
っ
て
そ
の
と
き
二
隻
つ
ま
り
二
丁
株
を
も
っ
て
い
た
が
、
も
う 

鉄
道
が
ひ
か
れ
て
舟
の
利
用
が
な
く
な
っ
た
の
で
問
屋
は
や
め
舟
を
手
ば
な
し
た
。
早
く
舟
を
手 

ば
な
し
た
も
の
は
い
い
値
で
売
っ
た
が
、
わ
し
ら
が
や
め
る
こ
ろ
に
は
親
舟
の
値
は
な
か
っ
た
。
 

お
そ
ら
く
、
わ
た
し
ら
が
親
舟
で
は
最
後
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

日
露
戦
争
の
前
、
左
様
、
明
治
三
十
五
年
頃
に
島
村
の
親
舟
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
 

〇
む
か
し
、
江
戸
荷
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
親
舟
で
運
ば
れ
、
ず
っ
と
上
流
八
斗
か
ら
五
料
あ
た
り
ま
で 

い
っ
た
そ
う
だ
が
、
だ
ん
だ
ん
川
敷
が
変
っ
て
、
わ
し
ら
が
知
っ
て
は
、
妻
沼
ま
で
く
る
と
、
す 

ぐ
知
ら
せ
が
村
へ
く
る
。
村
か
ら
荷
物
を
受
け
取
る
は
し
け
が
何
隻
も
妻
沼
ま
で
行
っ
た
わ
け
だ
。
 

当
時
、
島
村
の
親
舟
は
五
〜
六
ぱ
い
だ
っ
た
。

〇
船
荷
は
雑
貨
が
多
か
っ
た
わ
け
で
、
む
か
し
の
よ
う
に
御
用
米
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
渋
沢
栄|

が
や
っ
て
お
っ
た
日
煉(

注5
)
 

か
ら
煉
瓦
を 

ず
い
ぶ
ん
と
運
ん
だ
。
ち
ょ
う
ど
、
日
本
銀
行
や
裁
判
所(

注4
)
 

の
工
事
が
は
じ
ま
っ
た
と
き
で
、
三
年
ぐ
ら
い
煉
瓦
運
び
を
や
り
ま
し
た
よ
。
帰
り 

は
日
本
橋
の
小
網
町
に
山
木
、
丸
星
な
ど
と
い
う
河
岸
問
屋
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
荷
が
で
き
る
と
そ
れ
を
持
っ
て
帰
り
ま
し
た
。
帰
り
荷
に
は
糠
俵
と
ワ 

夕
樽
を
ず
い
ぶ
ん
と
運
ん
だ
も
の
で
、
畑
の
肥
料
に
つ
か
い
ま
し
た
。
ワ
タ
樽
と
い
う
の
は
魚
の
腹
ワ
タ
で
、
何
と
い
っ
て
も
臭
い
。
そ
れ
で
船
頭
が
み 

ん
な
き
ら
っ
た
も
ん
で
す
よ
。
ま
た
、
村
を
一
廻
り
し
て
醤
油
の
注
文
を
と
っ
て
荷
を
あ
げ
た
も
の
で
、
舟
一
ぱ
い
ぐ
ら
い
は
た
ち
ま
ち
売
れ
た
。
こ
れ 

は
、
船
頭
と
蚕
で
村
の
内
証
が
非
常
に
よ
か
っ
た
の
で
、
み
ん
な
一
年
つ
か
う
分
を
十
本
二
十
本
と
い
う
風
に
買
い
込
ん
だ
も
の
で
し
た
。

〇
船
板
の
下
に
三
畳
か
ら
四
畳
半
く
ら
い
の
「
セ
ィ
ジ
」
と
い
う
座
敷
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
立
派
は
神
棚
が
あ
っ
た
。
た
い
が
い
大
神
宮
さ
ま
と
か
水
天 

宮
を
ま
つ
っ
た
も
の
で
、
船
頭
は
割
合
信
心
深
い
も
の
だ
。

河
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名
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用
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九
、
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三
五



な
に
し
ろ
、
船

板I

枚
下
が
三
途
の
川
だ
か
ら
神
信
心
は
強
か
っ
た
。
村
で
は
お
杉
さ
ま(

注5
)

の
お
祭
り
な
ん
か
盛
ん
で
し
た
ね
。

〇
船
頭
は
一
年
中
、
紺
の
腹
掛
け
に
紺
の
す
っ
ぽ>

、
そ
れ
に
さ
ら
し
の
六
尺
、
白
足
袋
に
麻
う
ら
草
履
と
き
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
本
綿
だ
が
、
 

す
っ
ぽ
う
の
裏
に
は
更
紗
を
つ
か
い
ま
し
た
。
こ
の
す
っ
ぽ
う
は
か
た
は
し
ょ
り
を
し
ま
す
か
ら
、
き
そ
っ
て
立
派
に
し
た
わ
け
で
、
紺
の
表
よ
り
裏
、
 

こ
れ
が
船
頭
の
自
慢
で
し
た
よ
。

〇
親
舟
に
つ
か
う
竿
は
四
間
か
ら
四
間
半
、
カ
ー
ば
い
に
棹
さ
す
と
こ
れ
が
見
事
に
し
な
っ
た
。
島
村
の
船
頭.
の
、
こ
の
竿
さ
ば
き
は
き
れ
い
だ
っ
た
な
。
 

こ
の
竿
竹
は
中
島
村
竹
屋
敷
が
あ
っ
て
、
こ
の
辺
の
船
頭
の
つ
か
う
竿
は
こ
こ
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
と
聞
い
た
が
、
そ
れ
は
余
程
む
か
し
の
話
だ
っ
た
で 

し
ょ
う
。
中
島
の
竹
屋
敷
は
と
っ
く
に
絶
え
て
な
い
。

〇
親
舟
に
乗
る
と
盆
も
正
月
も
な
い
。

一
年
中
乗
り
っ
ぱ
な
し
、
水
の
上
で
暮
す
わ
け
で
す
。
荷
の
あ
る
う
ち
は
村
へ
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
、
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
河
岸
を
わ
た
り
あ 

る
き
ま
す
。
そ
う
し
て
、
こ
の
荷
の
な
い
と
き
が
正
月
で
、
親
舟
が
村
へ
帰
っ
て
く
る
と
船
元
で
は
み
ん
な
出
迎
え
て
お
祝
い
を
し
ま
す
。

一
年
にI

度 

か
二
度
だ
か
ら
赤
飯
を
炊
く
、
餅
を
つ
く
、
そ
れ
は
正
月
以
上
の
さ
わ
ぎ
で
し
た
な
。

し
か
し
、
血
気
さ
か
ん
な
手
合
が
、
女
気
な
し
の
舟
暮
し
だ
か
ら
、
家
へ
よ
り
つ
か
な
い
で
ま
っ
す
ぐ
に
木
崎
宿
あ
た
り
へ
。
な
に
し
ろ
、
百
姓
を
や 

っ
て
い
る
よ
り
も
五
倍
も
余
計
に
給
金
を
と
る
し
、
船
頭
は
宵
越
し
の
金
を
も
た
な
い
か
ら
気
前
が
い
い
。
み
ん
な
人
力
車
で
の
し
込
ん
だ
も
の
だ
。
木 

崎
じ
ゃ
あ
な
ん
と
い
っ
て
も
船
頭
だ
な
。
こ
れ
が
一
番
も
て
た
。

そ
れ
か
ら
、
舟
ん
な
か
は
刃
物
は
も
た
な
い
。
勝
負
事
は
禁
物
だ
っ
た
。

〇
こ
う
し
て
、
明
治
十
七
年
に
高
崎
線
が
開
通
す
る
と
、
島
村
の
通
船
業
も
全
く
途
絶
し
た
。
時
に
は
、
河
川
工
事
用
の
真
石
な
ど
を
運
ん
だ
こ
と
も
あ
っ 

た
が
、
そ
れ
も
わ
ず
か
の
間
で
仕
事
が
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
舟
の
数
も
次
第
に
減
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
情
況
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
明
治
三
七
年.

七
七
隻

"

四
〇
年.

七
五"

大

正

元

年
•

六
一"

"

六

年
•

三
六"

I
 

ガ
ニ
ニ
年•

ー
ー"



(

栗
原
虎
延
談)

こ
の
談
話
に
出
て
く
る
親
舟
は
、
五
〇
〇
〜

一  

〇
〇
〇
俵
積
の
高
瀬
舟
で
あ
り
、
子
舟
は
二
〇
俵
積
程
度
の
は
し
け
で
あ
る
。
栗
原
翁
の
話
の
中
か
ら
は
、
 

粋
で
威
勢
の
よ
い
船
頭
唄
ま
で
聞
こ
え
て
く
る
よ
ぅ
で
あ
る
。

前
は
利
根
川
ぅ
し
ろ
は
広
瀬

な
ぜ
か
私
は
川
の
中

行
こ
か
深
谷
へ
帰
ろ
か
境

こ
こ
が
思
案
の
中
瀬
橋

舟
は
ち
ん
こ
ろ
で
も
す
み
ま
き
積
ま
ぬ

積
ん
だ
荷
物
は 

み
な
米
に
さ
け

沖
で
か
も
め
の
な
く
声
き
け
ば

舟
乗
り
稼
業
が
や
め
ら
り
ょ
か

(

島
村
船
頭
唄
よ
り)

明
治
以
来
の
鉄
道
の
発
達
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
自
動
車
の
普
及
な
ど
で
、
利
根
の
河
岸
と
通
船
業
は
完
全
に
消
滅
し
て
い
っ
た
。

耕
地
整
理
や
排
水
工
事
な
ど
で
整
備
さ
れ
た
水
田
に
は
田
舟
の
必
要
は
な
く
、
機
械
化
農
業
に
は
牛
馬
の
必
要
性
も
な
い
の
で
馬
舟
も
い
ら
な
い
。
上
流
に 

大
規
模
な
ダ
ム
を
建
造
さ
れ
た
利
根
川
に
は
水
量
が
め
っ
き
り
減
り
、
姿
を
消
し
た
渡
舟
に
か
わ
っ
て
多
く
の
鉄
橋
が
目
立
つ
。
(

表4

、
表5
)

あ
れ
ほ
ど
繁
盛
を
誇
っ
た
利
根
の
河
岸
も
ほ
と
ん
ど
家
並
み
が
変
り
、
舟
着
場
な
ど
は
痕
跡
を
と
ど
め
ぬ
ほ
ど
完
全
に
消
え
去
っ
て
い
る
。



(表4)明和村の舟保有状況

(52. 7.1現在)

舟の種類
地区総戸数保有戸数 一—計

川舟_揚舟_田舟______

斗合田 8疒 疒 隻 ぞ ぞ 夢

上江黒 123 4 4 4 8

江 ロ 141 18 1 17 18

田島 125 7 5 2 7

南大島 285 21 7 16 23

新里 220 4 2 1 3 6

矢島 155 3 1 3 4

(合計)1,131 64 2 22 51 75

(下江黒、千津井、中谷、梅原、川俣、大佐貫の 

1,090戸につしヽては含まれていなし、)

(表5)失われた舟の種類と失われた時代

渡舟 川舟 漁舟 揚舟 田舟 計

3 4 1 21 7 36

昭和 x 0^20年代 30年代 40年代 50年代-小明

2 4 16 3 11 36

三
、
舟

大

工

家
を
造
る
職
人
を
ヤ
ダ
ィ
ク
と
い
う
の
に
対
し
、
船
を
造
る
職
人
を
フ
ナ
ダ
ィ
ク
と
い
う
。

船
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
は
最
近
活
発
で
あ
る
が
、
そ
の
主
た
る
研
究
対
象
は
海
の
船
で
あ
る
。
丸
木
舟
に
近
い
規
模
で
、
素
朴
な
造
船
方
法
を
伝
え
る
川 

舟
に
つ
い
て
は
、
日
本
全
体
で
も
体
系
的
な
研
究
は
手
つ
か
ず
の
状
況
に
あ
る
。

現
在
、
湖
沼
河
川
で
需
要
の
あ
る
舟
は
、
観
光
船
や
各
種
の
レ
ジ
ャ
ー
用
ボ
ー
ト
、
釣
り
舟
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ど
ん
な
に
小
型
の
も
の
で
も
、
和 

船
の
伝
統
的
工
法
と
は
根
本
的
に
違
う
洋
式
の
構
造
を
も
つ
洋
船
が
ほ
と
ん
ど
で
、
材
料
も
合
成
樹
脂
系
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
和
船
に
対
す
る
需
要
が
ほ 

と
ん
ど
絶
え
た
現
在
で
は
、
利
根
川
沿
岸
で
生
計
を
立
て
ゞ
い
た
多
く
の
舟
大
工
も
廃
業
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
っ
た
。
明
治
の
頃
ま
で
は
、
河
岸
の
付
近
に
は



必
ず
舟
大
工
の
い
た
こ
と
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
前

出

「島
村
小
史
」
を
再
度
引
用
さ
せ
て
も
ら
う
と
、
次
の
よ
う
な
談
話
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

〇
舟
を
つ
く
る
に
は
杉
の
地
木
を
つ
か
い
ま
す
。
よ
く
神
社
に
あ
る
杉
を
ひ
い
た
も
の
で
、
ほ
か
の
木
は
絶
体
に
使
い
ま
せ
ん
。

舟
大
工
は
島
村
に
三
軒
あ
っ
て
、
亀
大
工
、
三
五
大
工
、
鳴
り
三
平
。
今
で
も
い
う
千
馬
大
工
は
こ
の
三
五
郎
の
枠
で
す
。

利
根
川
筋
で
は
、
舟
大
工
は
五
料
、
芝

がI

番
多
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
高
島
、

ニ
ッ
小
屋
に
は
、
い
い
大
工
が
い
ま
し
た
よ
。

〇
舟
に
つ
か
う
釘
、
こ
れ
は
普
通
の
も
の
と
ち
が
っ
て
「
山
谷
お
と
し
」
と

か

「
か
し
ら
釘
」
と
い
う
も
の
を
つ
か
い
ま
す
。
高
崎
、
古
河
、
松
戸
あ
た 

り
で
つ
く
っ
た
も
の
で
、
な
ま
釘
で
す
。
釘
が
な
ま
で
な
い
と
、
は
り
合
わ
せ
た
底
板
な
ど
が
川
敷
の
石
に
乗
り
上
げ
て
ず
る
と
割
れ
て
し
ま
う
が
、
 

な
ま
釘
で
は
り
合
わ
せ
た
も
の
は
「
ひ
ず
め
」
が
で
な
い
。
な
ま
釘
だ
か
ら
、
ほ
か
の
大
工
が
つ
か
う
と
、
そ
れ
て
し
ま
っ
て
真
っ
す
ぐ
に
打
ち
込
め 

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、

「
ト
ン
カ
ン
ト
ン
カ
ン
」
と
や
ら
な
い
で
、
舟
大
工
は
「
ト
ン
カ
ン
カ
ン
カ
ン
」
と
叩
き
込
む
わ
け
で
す
。

〇
舟
頭
の
使
う
漕
ぎ
竿
は
新
町
勝
場
の
も
の
が
よ
い
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
山
が
こ
ん
で
い
な
い
と
節
の
と
お
い
低
い
も
の
が
出
な
い
。
島
村
の
舟
頭 

は
み
ん
な
こ
の
勝
場
の
竹
を
つ
か
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
竿
の
先
に
つ
い
て
い
る
金
具
、
こ
れ
を
「
竿
根
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
五
料
あ
た
り
に
専
門
の
竿
根
鍛
治
が
い
ま
し
た
し
、
川
筋
の 

鍛
治
屋
が
た
い
が
い
や
っ
て
い
ま
し
た
。

(

田
島
政
五
郎
談)

今
回
の
調
査
で
、
二
人
の
和
舟
を
製
作
し
て
い
る
舟
大
工
が
邑
楽
郡
内
に
健
在
だ
っ
た
の
は
幸
運
で
あ
る
。

明
和
村
の
砂
賀
造
船
所
の
砂
賀
孝
三
さ
ん
一
家
。
砂
賀
さ
ん
の
と
こ
ろ
は
先
代(

政
吉)

か
ら
川
舟
を
製
作
し
て
き
た
が
、
現
当
主
、
孝
三
さ
ん
が
戦
時
中 

に
横
須
賀
海
軍
工
廠
で
造
船
に
従
事
し
た
経
験
を
も
ち
、
戦
後
帰
郷
し
た
あ
と
も
父
や
兄
弟
と
共
に
、
揚
舟
、
田
舟
、
釣
舟
な
ど
を
製
造
し
て
い
る
。
そ
の
後 

和
船
の
需
要
が
激
減
し
た
中
で
、
戦
時
中
の
経
験
と
独
自
の
研
究
に
よ
り
洋
式
造
船
を
体
得
し
、
同
業
者
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
転
廃
業
し
て
ゆ
く
中
で
も
造
船
業
を 

継
続
し
て
き
た
。
現
在
、
企
業
と
し
て
は
、
レ
ジ
ャ
ー
用
ボ
ー
ト
を
中
心
に
製
造
販
売
し
、
明
和
村
斗
合
田
と
茨
城
県
古
河
市
に
造
船
所
を
所
有
し
て
い
る
。
 

和
船
の
工
法
も
き
ち
ん
と
伝
え
、
時
折
あ
る
注
文
に
応
じ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
時
点
で
も
、
た
ま
た
ま
長
瀞
で
使
用
す
る
ラ
ィ
ン
下
り
用
の
観
光
用
和
船
の 

注
文
が
あ
り
、
そ
の
製
作
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

板
倉
町
の
根
岸
造
船
の
根
岸
徳
次
郎
さ
ん
は
、
砂
賀
孝
三
さ
ん
の
実
弟
で
あ
る
。
孝
三
さ
ん
が
海
軍
工
廠
に
徴
用
さ
れ
た
あ
と
も
、
名
人
、
政
吉
さ
ん
の
そ 

ば
で
仕
事
を
仕
込
ま
れ
、
戦
後
も
親
兄
弟
と
共
に
川
舟
を
製
造
し
て
き
た
。
兄
の
孝
三
さ
ん
が
洋
船
の
製
作
を
取
り
入
れ
、
企
業
と
し
て
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た



の
に
対
し
、
徳
次
郎
さ
ん
は 

一
貫
し
て
和
船
の
製
作
に
従
事
し
、
そ
の
製
作
技
術
は
高
い
評
判
を
と
っ
て
い
る
。
今
回
も
、
古
く
な
っ
た
川
舟
の
補
改
修
の
注 

文
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
工
法
を
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。

(

注1
)

関
東
に
お
け
る
古
代
の
舟
の
発
見
例
と
し
て
は
、

茨
城
県
の
大
宝
沼
、
小
貝
川
。
千
葉
県
の
畑
町
、
加
茂
、
於
幾
、
高
谷
川
、
ゴ
ー
ブ
ケ
沼
、
残
シ
沼
、
大
境
、
七
間
堀
、
長
割
、
寺
崎
、
保
品 

光
町
。
埼
玉
県
の
膝
子
、
中
老
袋
、
長
左
衛
門
新
田
。
等
の
発
掘
事
例
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

群
馬
県
で
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
〇

(

注2
)

国

宝

「
紙
本
著
色.

法
然
上
人
絵
伝 
(

48
卷)

」
(

知
恩
院
蔵)

等
の
中
世
に
描
か
れ
た
絵
巻
物
に
見
ら
れ
る
。

(

注3
)

金
子
緯一

郎

著

「
島
村
小
史
」
(

昭
和
34
年
刊)

(

注4
)

重
要
文
化
財•

日
本
銀
行
本
店
は
明
治
二
九
年
完
成
。
裁
判
所
も
明
治
二
九
年
に
完
成
し
て
い
る
が
昭
和
四
九
年
に
取
壊
さ
れ
た
。
 

(

注5
)

利
根
水
系
の
各
地
に
は
、
船
頭
や
漁
；撈
者
の
信
仰
を
集
め
る
大
杉
神
社
が
分
杞
さ
れ
、
群
馬
県
内
で
も
邑
楽
地
方
に
は
祭
り
を
も
っ
て
い
る
地
区 

が
あ
る
。

大
杉
神
社
の
本
社
は
、
茨
城
県
稲
敷
郡
桜
川
村
阿
波
に
あ
る
。

四
、
調
査
協
力
者

砂
賀
造
船
所(

明
和
村)

砂
賀
孝
三
他

根
岸
造
船(

板
倉
町)

根
岸
徳
次
郎

板
倉
町
史
編
さ
ん
室(

荒
井
英
世
他)

く

奈
良
部
清
満V
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鐽(カスガイ)

舟の底板をとる時 

に2つの原木をつ 

ぎ合せの時に使う

鍔(ッバ')ノミ

3) サンヤツバノミ

鑽(タガネ)

船釘を打つ 
岛に使う。

カ ンナ

①

〜④

摺
り
合
せ
鋸

⑤

〜⑥

普

通

鋸

⑦
 

当
て
摺
り
鋸

釘 

f

③サッパクギ
舟底と横板を
つぎ合せる

長さ 10 cm
巾1〜1.2cm

①サンヤクギ 
細かいところ 
に使用する。 

長さ 8. 5 cm
巾 0.6 〜0.8cm

〇②オトシクギ 

横板の縫い目 
をつなぐ

巾 0.8 〜1.0ew

傾角指し金
(--- ------ -- - _

指し金 舟釘しめ

油つぼ

②サッノマノミ

③オトシツノマノミ

S® オトシツノ くノミ

⑧オトシツノマノミ

ヤッ ト コ
(卷はだつめ)

,才

サ

(.あbい函ノ

(少しありい菌)

:少しこまかCヽ歯)

:こまかい歯)

!2cmH 7寸3分ノコ⑥

(

角
度
を
だ
す)

小
さ
い
釘

方
し
竅

普通釘じめ

普 

通
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①
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②

城
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③
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向
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々
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(中型船)
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(大型船)



原図28

除川の渡舟見取図(板倉町除川、花蔵院蔵)

全拉 8. 55 メートル 

外巾 1.60 メートル 

内巾1.43 メ ートル 

深さ 0. 34 メートル 

底板 5枚張り 
原材地元杉赤味 
厚さ 0.03 メ • ■■トル 

(1寸板)

原図29
沼舟の見取図

全長 8. 55 メートル 

外巾 0.87 メートル 

内巾 0. 76 メートル 

原材地元杉の赤味

板厚 1寸板(0.03 メ-トル)
3枚はぎ

(註)

この舟の特色は冬季に氷 

を舟のコベリで砕き「ハズ 

南」といって鮒ゃ鲤を捕る 

ヒめに使用する。

〇. 66

舟大工明和材斗合田241 
砂賀高市作
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I

、
川
船
の
概
要

河
川
交
通
の
発
展
の
歴
史
を
展
望
し
て
見
る
と
、
わ
が
国
で
は
京
幾
と
そ
の
周
辺
地
方
が
も
っ
と
も
古
い
時
代
か
ら
発
達
し
、
特
に
京
都
、
奈
良
、
大
阪
を 

ひ
か
え
た
淀
川
、
木
津
川
の
舟
運
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
次
に
、
関
東
の
水
運
も
鎌
倉
幕
府
の
開
府
以
来
次
弟
に
開
拓
さ
れ
、
家
康
が
江
戸
開
府
以
降
利
根
川
を 

中
心
と
す
る
河
川
交
通
が
全
盛
期
を
迎
え
た
と
も
言
え
る
。
川
船
の
文
献
に
初
見
は
管
見
で
は
三
代
実
録
卷
四
十
六
が
初
見
で
あ
ろ
う
。

元
慶
八
年
甲
辰
九
月
條
に

「
十
六
日
癸
酉 

近
江
丹
波
両
國
各
高
瀬
舟
三
艘
ヲ
造
ム
ラ
シ
〇
其
ノ
ニ
艘
長
三
丈I

尺 

広
サ
五
尺
。
二
艘
長
二
丈
一
尺
。
広
サ
五
尺
〇
二
艘
長 

二
丈
。
 

廣
三
尺
。
神
泉
苑
二
送
ル
。
」

和
名
類
聚
抄
卷
十
一

「
釋
名
云
ク 

艇
小
ニ
シ
テ
深
キ
者
烘
卜
日
フ
。
渠
容
反
字
亦
柳
ヲ
作
ル
〇
今
案
和
名
太
加
世
俗
二
高
瀬
舟
ヲ
用
フ
。
」

和
漢
三
才
図
絵
卷
三
十
四

「烘
俗
二
高
瀬
字
二
用
フ
。
今
舟
形
稍
異
ル
。
按
京
河
原
ヲ
流
伏
見
二
至
ル
。
呼
高
瀬
川
卜
日
ク
其
船
長
二
丈
余
〇
」

こ
こ
で
い
う
高
瀬
舟
の
呼
称
は
必
ず
し
も
一
定
の
船
形
を
指
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
川
の
瀬
を
荷
物
を
高
く
積
ん
で
運
ぶ
船
の
総
称
と
し
て
使
わ 

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
古
代
か
ら
中
世
、
近
代
に
か
け
て
船
運
に
よ
る
軍
事
、
歴
史
、
文
化
、
社
会
に
対
す
る
貢
献
は
大
き
い
。
特
に
秀
吉
、
家
康
そ
の
他



の
武
将
が
大
型
の
軍
船
を
持
ち
、
豪
商
が
大
型
商
船
を
持
ち
競
争
で
建
造
を
し
た
時
代
も
あ
っ
た
。

徳
川
三
代
将
軍
家
光
の
時
代
、
元

和

十

六

年(

一
六
三
九)

鎖
国
令
と
共
に
五
百
石
以
上
の
大
型
船
の
建
造
は
禁
止
さ
れ
最
高
七
百
石
ま
で
は
黙
許
さ
れ
て 

い
た
よ
ぅ
で
あ
る
。

こ
の
時
代
以
降
は
大
型
の
軍
船
と
商
船
は
な
く
な
っ
て
い
き
、
僅
か
日
本
海
岸
を
廻
る
西
廻
船
と
大
平
洋
岸
を
廻
る
東
廻
り
船
「
通
称
五 

百
石
船
」
を
も
っ
て
大
型
船
と
し
て
い
る
。

㈠

船
の
構
造
区
分

船
を
構
造
面
か
ら
み
る
と
大
森
太
良
編
「
船
」

の
分
類
に
よ
る
と
次
の
よ
ぅ
に
区
分
で
き
る
。

第

一

段

階

浮

き

動
物
の
内
蔵
を
く
り
ぬ
き
空
気
を
入
れ
た
皮
袋•

丸

太.

ク
ラ
ィ
舟

第

二

段

階

筏

木

材•

竹
材
を
多
数
並
べ
て
束
ね
た
も
の

第
三
段
階 

刳

船
(

独

木

船•

丸
木
船)

一
本
の
木
材
を
く
り
ぬ
き
空
洞
に
し
た
も
の
。①

割
竹
形 

②

鰹
節
形 
⑧

折
衷
形 

④

箱
形
舟
の
原
始
的
形
態
と
も
言
え
る
。

第

四

段

階

皮

船

木
や
動
物
の
皮
で
造
っ
た
舟

第

五

段

階

縫

合

船



幾
つ
か
の
材
を
縄
な
ど
で
結
び
合
せ
て
造
っ
た
縫
合
船

第

六

段

階

構

造

船

釘
づ
け
に
し
て
作
っ
た
の
が
構
造
船

こ
の
ほ
か
に
洋
船
と
和
船
の
構
造
上
の
基
礎
の
相
違
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

A

、
 

洋
船
は
波
に
対
す
るa
l
y

ン
グ
か
ら
の
復
原
力
の
回
復
と
推
進
力
に
注
意
が
払
ぅ
た 

め
底
が
尖
っ
て
い
る
。

B

、
 

和
船
は
川
瀬
等
で
重
い
荷
を
運
ぶ
た
め
の
浮
力
と
急
流
に
対
す
る
水
の
抵
抗
を
考
え
平 

底
で
あ
る
。

㈡

古
代
の
造
船
技
術

L

木

割

法

古
代
の
舟
独
木
船
の
原
材
料
は
数
少
な
い
出
土
例
か
ら
分
類
す
る
と
、
大
林

太

良

編

「
船
」

に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
ぅ
に
縄
文
時
代
ヵ
ヤ.

ィ
ヌ
ガ
ヤ
が
多 

く
、
弥
生
時
代
ク
ス.

ス
ギ
が
多
く
、
古
填
時
代
に
ク
ス.

マ
ッ
と
な
っ
て
い
る
。

ク
ス
に
つ
い
て
は
関
西
の
方
が
自
生
に
適
し
て
い
る
た
め
関
東
で
は
類
例
が
少
な
い
。
そ
の
代
り
杉
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

原図1

洋船と和船の違い

A洋式船

船
B

船和Bz



そ
こ
で
造
船
上
最
も
注
意
を
払
わ
れ
る
の
は
原
料
の
耐
用
年
数(

寿
命)

の
問
題
で
あ
る
た
め
、
木
の
中
心
部
分
の
赤
味(

杉
の
場
合)

を
多
く
使
ぅ
よ
ぅ 

に
配
慮
さ
れ
、
白
味
の
部
分
は
腐
蝕
し
や
す
い
の
で
嫌
わ
れ
る
。

木
の
寿
命
は
そ
の
木
の
年
輪
数
だ
け
は
も
つ
と
い
わ
れ
、
百
年
の
原
木
で
造
つ
た
船
は
百
年
は
耐
え
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
木
割
は
現
在
で
も
造
船
に 

は
赤
味
板
を
使
用
す
る
た
め
原
木
をB

型
に
さ
き
、
白
味
を
除
り
赤
味
をI

寸
〜
一
寸
五
分
に
割
い
て
使
用
す
る
の
が
常
識
と
な
つ
て
い
る
。
そ
こ
で
木
割
の 

具
体
的
法
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

原
木
を
中
央
か
ら
従
割
り
に
し
て
原
材
の
表
皮
を
そ
の
ま
ま
船
底
に
し
、
割
つ
た
面
を
上
か
ら
刳
り
船
体
を
つ
く
る
半
円
形
、
三
ケ
月
形
。
(
A
)

原
木
の
上
下
の
白
味(

シ
タ
ラ)

部
を
切
り
落
し
、

一
面
を
舟
底
と
し
反
対
面
を 

刳
り
船
体
と
す
る
。
凹
字
形
で
舟
底
は
平
ら
で
ぁ
る
。
岩
手
県
大
船
戸
市
大
船
戸
町 

マ
ル
タ
舟
、
秋
田
県
男
鹿
市
戸
賀
湾
丸
木
舟
。
大
阪
市
北
区
天
神
橋
北
岸
出
土
丸
木 

舟
。
C
B
)

原
材
の
上
の
白
味
三
分
の一

を
切
り
落
し
船
主
と
船
尾
の
立
ち
上
り
の
と
こ
ろ
に 

原
木
の
芯
が
残
る
。
千
葉
県
ゴ
ー
ブ
ケ
沼
出
土
独
木
舟
、
埼
玉
郡
和
土
村
村
国
出
土 

独
木
舟
、
茨
城
県
真
壁
郡
大
宝
村
大
宝
沼
出
土
丸
木
船
。
(
C
)

2.
船

の

形

式

独
木
舟
の
形
態
に
は
次
の
よ
ぅ
に
分
類
で
き
よ
ぅ
。

A

割

竹
 

形 

原
木
を
半
分
に
割
き
前
後
端
を
切
り
取
り
底
部
は
お
お
む

原図2

木割り法

A

B

C



ね
原
木
の
ま
ま
で
上
部
の
面
か
ら
刳
り
ぬ
い
て
船
体
を
つ
く
る
。

原
木
を
割
い
て
前
後
端
を
削
っ
て
細
く
尖
ら
せ
水
の
抵
抗
を
少
な
く
し
て
波
切
り
が
で
き
る
よ
ぅ
に
配 

慮
さ
れ
そ
の
形
が
鰹
節
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
名
付
け
ら
れ
、
千
葉
市
畑
町
出
土A
P
L
2
V
 

埼 

玉
県
入
間
郡
芳
野
村
中
老
出
土A
P
L
H
V

船
主
が
尖
っ
て
鰹
節
形
で
あ
る
。

こ
の
形
が
独
木
舟
に
最
も
多
い
例
で
あ
る
。
出
土
例
埼
玉
県
南
埼
玉 

郡
和
土
村
村
国A
P
L
4
V

船

首•

船
尾
が
尖
ら
ず
平
面
形
が
長
方
形
の
箱
形
を
し
て
い
る
。
出
土
例
埼
玉
県
大
宮
市
膝
子
出
土 

A
P
L
W
a
V
 

千
葉
県
山
武
郡
横
芝
町
於
幾
栗
山
川
左
岸A
P
L
W
 a V

古
噴
時
代
に
な
る
と
優
れ
た
鉄
製
工
具
が
発
達
し
造
船
技
術
と
革
新
し
て
き
て
、
独
木
舟
の
舷
側
に
更 

に
板
を
継
ぎ
足
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
更
に
板
の
形
は
原
木
に
制
約
さ
れ
ず
に
心
ず
し
も一

枚
板
で 

あ
る
心
要
は
な
く
な
り
船
首
や
船
尾
の
反
り
を
だ
す
こ
と
も
容
易
に
な
っ
て
き
た
よ
ぅ
で
あ
る
。

㈢

川
船
の
種
類
と
特
徴

わ
が
国
の
川
船
の
歴
史
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
川
の
も
つ
風
土
や
上
流
、
中
流
、
下
流
、
川
の
水
量
、
川
巾
、
流
れ
の
速
さ
、
 

そ
の
他
種
々
の
条
件
に
よ
り
船
の
種
類
や
名
称
、
積
載
量
も
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
く
る
。

例
え
ば
高
瀬
船
の
場
合
、
京
都
の
高
瀬
川
を
通
運
す
る
高
瀬
船
「
拾
遺
都
名
所
図
—
高
瀬
川
を
曳
き
上
る
高
瀬
船
—
」
と
、

葛

飾

北

斎

「
冨
嶽
三
十
六
景
—
利
根
川
水
域
の
大
型
高
瀬
船
—
」①
 

赤

松

宗

旦

著

「
利
根
川
図
志•

卷
六
、
息
州
明
神
船

原図 4 縫合船模式図

模縫 D C B
箱 Z-X折 /-X鰹

式A 角 半 半
A ロ 衷 円節 円

形 形 形
図船 形 形 形



中
よ
り
正
面
を
見
る
図
—
高
瀬
船
—
」②

で
は
和
名
類
聚
抄
に
高
瀬
舟③

船
形
が
違
ぅ
の
で
あ
る
。

注 
①

須
藤
利
一
編 

船 

法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
七
四.

七
•

三
〇 

P

314
〜
315

② 

赤
松
宗
旦 

柳
田
国
男
校
訂 

利
根
川
図
志,

昭
和
四
七
年
四
月1

一

〇
日 

岩
波
書
店 

P

352
〜
353

③ 

江
戸
時
代
舟
と
航
路
の
歴
史 

横
食
辰
次
著 

雄
山
閣 

昭
和
四
六
年
六
月
一
〇
日P

111

本
項
で
は
全
国
の
河
川
、
池
沼
の
和
船
の
種
類
を
論
究
す
る
こ
と
は
論
外
で
あ
る
た
め
特
に
利
根
川
の
川
船
と
池
沼
の
船
、
水
害
に
備
え
て
の
揚
舟
、
悪
水 

田
地
帯
の
田
舟
を
中
心
に
論
究
し
た
い
。

ま
ず
、
舟
の
種
類
と
特
徴
に
つ
い
て
記
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

高

瀬

舟(

別
名
上
州
高
瀬)

利
根
川
上
流
平
塚
河
岸
か
ら
中
流一

帯
、
江
戸
川
関
宿
か
ら
両
国•

荒
川
中
流
川
越
か
ら
両
国
ま
で
の
上
り
は
米.

麦
•

雑

穀.

生
糸.

綿
.

薪
.

炭
•

木 

材
等
を
運
び
、
下
り
に
は
塩•

魚•

肥
桶.

肥
料•

日
用
品•

そ
の
他
を
運
搬
す
る
。
最
も
大
型
の
船
で
船
首
と
船
尾
が
高
く
平
底
の
た
め
米
八
〇
〇
俵
か
ら 

九
〇
〇
俵
、
舟
子
六
人
も
乗
る
大
型
の
も
の
も
铫
子
港
か
ら
利
根
川
を
関
宿
ま
で
上
り
、
そ
こ
か
ら
江
戸
川
を
下
ぅ
て
江
戸
へ
出
た
の
で
あ
る
。

舟
の
長
サ
三
丈
一•

二
尺
〜
八
丈
九
尺(

九
.

六
〇
〜
二
六•

七
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
七•

八
尺
〜一

丈

七

尺(

二.

|

〇
〜
四.

八
〇
メ 
—
ト
ル)

東
京
市
史 

港
湾
篇 

第
三 

一
九
二
五
年



高
瀬
舟
の
超
大
型 

長
サ
八
丈
九
尺(

二
六•

七
〇
メ
ー
ト
ル)

巾

一

丈

七

尺(

五

•
一

 

〇
メ
ー
ト
ル)

高
瀬
舟
の
中
型 

長
サ
六
丈(

一
八•

〇
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
九•

五

尺(
I
I

•

八
五
メ
ー
ト
ル)

(
一

 

八
〇
石
積
—
四
五
〇
俵)

注
江
戸
時
代
舟
と
航
路
の
歴
史
横
倉
辰
ー
ー 

p

m

長
サ
十
間
五
尋(

八
丈
五
尺
—
ー
ー
五•

五
メ
ー
ト
ル)

巾

一

丈
ーー  

•

三

尺(

三
•

六
〜
三•

九
〇
メ
ー
ト
ル)

② 

房
丁
高
瀬
舟

利
根
川
中
下
流
一
帯
と
鬼
怒
川
、
思
川
、
渡
良
瀬
川
下
流
で
主
と
し
て
薪•

粗
朶•

岩
舟
石•

葛
生
石•

篠
竹.

葦
等
を
江
戸 

へ
運
搬
す
る
舟

東
京
市
史
稿
—
市

街

篇

「
高
瀬
房
丁
—
是
ハ
高
瀬
舟
同
造
の
小
振
ほ
ぅ
て
ぅ
船(

注
•

房
丁
高
瀬
船)

と
し
て
い
る
。

舟

の

長

さ

四

丈

三.

四

尺(

ー
ニ•

九
〇
メ
—
ト
ル)

巾
八.

九

尺
(

二.

四
〇
〜
二.

七
三
メ
ー
ト
ル)

東

京

市

史

港

湾

篇

第

三 

一
九
二
九
年

③ 

房
丁 
(

ボ
ウ
チ
ョ
ウ)

主
と
し
て
下
利
根
川•

江
戸
川I

帯
で
運
航
さ
れ
、
船
の
大
型
な
も
の
に
房
丁
と
舳
に
セ
ィ
ジ
が
あ
り
、
三
畳
か
ら
四
畳
の
船
頭
の
起
居
す
る
部
屋
が
あ
り 

中
央
に
囲
炉
裏
が
あ
る
。

米
は
八
〇
俵
〜

一  

〇
〇
俵
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
。
下
流
の
房
丁
は
舳
が
尖
っ
て
い
る
。

『
利
根
川
図
志
』
に
は
「
百
俵
積
以
下
を
ボ
ウ
テ
フ
と
言
ぅ
。
急
事
の
備
な
り
舟
子
一
人
を
以
て
す
。
」

船

図 

瀬高 

原原図 6

房r高瀬



船
の
長
さ
、
四
丈
一 I

尺
〜
四
丈
八
尺(

ニ
ー.

四
〜
一
四,

五
四
メ
—
ト
ル)

巾
八
尺
〜
九
尺(

ー
ー.

四
〇
〜ー

ー

•

七
三
メ
ー
ト
ル)

深
さ
四
尺(

I  

•

ニ

ー

メ
丨
ト
ル)

④

部

賀

船(

上
川
船)

主
と
し
て
巴
波
川.

思
川•

渡
良
瀬
川
の
中
小
河
川
を
栃
木
ま
で
上
っ
た
。
部
屋
か
ら
上
流
は
浅
瀬
が
多
く
曳
船
に
よ
っ
て
運 

び
、
荷
物
を
積
ん
で
乙
女
河
岸
、
部
屋
河
岸
ま
た
は
古
河
河
岸
ま
で
運
び
、
房
丁
船
や
高
瀬
船
に
荷
を
積
み
か
え
る
。
米
は
約
五 

〇
俵
を
積
む
や
や
小
型
の
船
で
あ
る
が
、
大
型
の
も
の
は
江
戸
ま
で
行
く
も
の
も
あ
っ
た
よ
ぅ
で
あ
る
。
船
の
名
称
は
栃
木
県
下 

都
賀
郡
部
屋
の
部
と
都
賀
の
賀
を
と
っ
て
こ
の
地
方
の
小
中
河
川
を
利
用
し
た
。
こ
の
地
方
の
特
産
の
護
岸
用
石
材•

粗
朶
二
韋 

麦
•

雑
穀
類
を•
江
戸
へ
運
ぶ
船
で
セ
ィ
ジ
や
天
井
板
は
張
っ
て
い
な
い
の
が
特
色
で
あ
る
。
舳
が
丸
く
鼻
面
が
平
ら
で
あ
る
。
利 

根
川
中
流
で
は
セ
ィ
ジ
を
附
し
た
房
丁
の
こ
と
を
ベ
カ(

部
賀)

と
い
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。
(

千
代
田
村
誌)

江
戸
行
上
り
船
の
荷
は
米
麦•

材
木.

か
い
ろ
灰•

麻
•

菅
笠.

鹿
沼
の
建
具
等
。

江
戸
よ
り
の
帰
り
船
の
荷
は
肥
料•

塩
•

砂
糖•

食
物•

瀬
戸
物•

乾
物•

反
物
類
。

船
の
長
サ 

八
尋
四
尺
五
寸(

一
三•

三
五
メ
ー
ト
ル) 

一
尋
は
五
尺(

一

•

五
ー
メ 
—
ト
ル)

巾
八
尺
六
寸(

二•

二
八
メ
—
ト
ル)

深
サ
ニ
尺
四
寸(

〇
•

七
ニ
メ
ー
ト
ル)

明
治
四
二
年
九
月
二
日
坂
巻
万
吉
よ
り
平
柳
波
五
郎
宛
請
取
証(

千
代
田
村
誌
二.

河
川
交
通P

827)

原図 7

房 T
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船 

図 

賀

艮 

部 

原



⑤ 

艢

船
(

上
州
艚)

主
と
し
て
上
利
根
川
の
荷
物
を
五
料
河
岸
か
平
塚
河
岸
ま
で
運
び
、
大
型
の
高
瀬
船
に
荷
を
積
み
替
え
る
。
積
荷
は
二
〇 

〇

石
(

米
五
〇
〇
俵)

舟
の
長
サ 

五
丈
一.

二
尺
〜
八
丈(
一

 

五•

三
〇
メ
—
ト
ル
〜
二
四•

〇
メ
ー
ト
ル)

巾

一  

丈
三
尺
〜
四
尺(

三. 

九
〇
〜
四.

二
〇
メ
ー
ト
ル)

⑥ 

似
艢
船

主
と
し
て
利
根
川
上
流
の
荷
を
積
ん
で
五
料
河
岸
ま
で
運
ぶ
小
型
の
船
で
、
船
足
が
早
く
急
流
に
も
堪
え
ら
れ
る
。
巾
の 

狭
い
細
身
で
長
い
形
を
し
た
も
の
。

船
の
長
サ 

三
丈
〜
四
丈
五
尺(

九

〜I

六
•

ニ
メ
ー
ト
ル)

巾
八
尺
〜
一
丈
一 

尺
(

二.

四
〇
〜
三•

三
〇
メ
ー
ト 

ル)
⑦

小
鵜
飼
船

利
根
川
上.

中
流
や
鬼
怒
川
中
下
流
の
比
較
的
流
れ
の
早
い
と
こ
ろ
の
操
船
に
適
し
て
お
り
船
11 

足
も
早
い
。
上
中
流
の
船
荷
を
元
船
に
運
ん
だ
り
、
親
船
の
荷
を
上
流
に
運
ん
だ
り
す
る
。
 

図

船
の
長
サ 

四
丈
一
尺
〜
二
尺(

ー
ニ•

三
〇
〜
ー
ニ•

六
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
七
尺
〜
八
尺(

二.

一
〇
〜
二•

四
〇
メ
ー
ト
原 

ル)
東
京
市
史
稿
港
湾
篇

原図9

締 船

原図10

似締船

小鵜飼船



⑧

茶

船
(

十
石
船)

元
船
が
遡
航
す
る
利
根
川
中
下
流•

荒
川•

江
戸
川
等
で
集
荷
し
た
も
の
を
元
船
に
運
ん
だ
り
、
元
船
か
ら
の
荷
を
河
岸
ま
で
運
ぶ
船
で
一
般
的
に
は
十
石 

船
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

船
の
長
さ 

二
丈
五•

六
尺
〜
四
丈
二
尺(

七
•

五
〇
〜
ー
ニ.

六
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
七
尺
〜

一  

丈
(

二.

一  

〇
〜
三.

〇
〇
メ
ー
ト
ル)

⑨

房
丁
茶
船

利
根
川
下
流
の
姚
子
〜
佐
原
辺
で
大
型
元
船(

東
廻
り
船
—
五
〇
〇
石
舟.

千
石
舟)

へ
荷
を
運
ん
だ
り
元
船
か
ら
の
荷
を
河
岸
ま
で
運
ぶ
。

船
の
長
さ 

三
丈

一

尺
〜
三
丈
六
尺(

九
•

三
〇
〜一

〇
•

八
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
六
尺
〜
七
尺(

一
 
•

八
〇
〜
二•

一
〇
メ
ー
ト
ル)

⑲

不

動

舟(

役
人
舟)

⑪

御
同
勢
動
舟

⑫

御
屋
形
舟

御
屋
形
舟

舟
の
長
さ

不
詳 

塩
谷
正
邦
氏
蔵
「
川
俣
関
所
本
陣
文
書
」
に
よ
る
。
 

ガ
巾

船
の
長
さ 

五
間
半
〜
六
間(

一  

〇
.

五
〇
〜

一  

〇
•

八
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
五
尺
五
寸
〜
六
寸(

一

•

六
五
〜一

•

六
八)

深
さ
一
尺
五
寸(

〇
•

四 

五
メ
ー
ト
ル 

注 

根
岸
徳
次
郎
氏
談(

板
會
町
板
倉 

舟
大
工)



⑬

荷

船

八
石
積

•  

ー
ニ
石
積 

一
三
石
積 

六
〇
石
積

(

二
〇
俵) 

(

三
〇
俵) 

(

三
二•

五
俵)

(

一
五
〇
俵)

一

〇
〇
石
積 

ー
ニ
〇
石
積

(

二
五
〇) 

(

三
〇
〇
俵)

羽
生
市
史 

上
巻 

三
節
河
川
交
通 

六
七
〇
頁

⑭

小
伝
馬
船

舟
の
長
さ
巾
は
不
詳

羽

生

市

史

上

巻

三

節

河

川

交

通

七

七

〇

頁

⑱

歩
行
渡
船

利
根
川
、
渡
良
瀬
川
等
で
人
を
乗
せ
て
対
岸
ま
で
運
ぶ
舟
でI

般
的
に
渡
船
と
い
ぅ
。
 

船
の
長
さ 

二
丈
二
尺(

六
•

六
〇
メ
ー
ト
ル)

巾

三

尺

七

寸
(

一,

I
1

メ 
—
ト
ル)

文
政
八
年
九
月 

千
代
田
村
誌•

築
比
地
家
文
書

原図12

小伝馬船

原図13

歩行者用渡舟



渡

船
(

渡
良
瀬
川
除
川
北
原
河
岸)

全
身 

八.

五
五
メ
ー
ト
ル 

外
巾一

•

六
〇
メ
ー
ト
ル 

内
巾
一 
•

四
三
メ
ー
ト
ル 

深
さ
〇•

三
四
メ
ー
ト
ル(

宮
田
茂
実
測)

⑱

馬
渡
船

三
疋
立 

長
さ
ー
ー
丈
七
尺
八
寸(

三•

三
四
メ
ー
ト
ル)

巾
七
尺
ー
ー
寸(

ーー
 

•
一

六
メ
ー
ト
ル)

文
政
八
年
九
月
千
代
田
村
誌
築
比
地
家
文
書

四
疋
立 

長
さ
巾
不
詳 

天
保
十
一
年
三
月
海
老
瀬
村 

市
沢
家
文
書

鯰
の
頭
形
を
を
し
た
よ
ぅ
に
造
る
。

⑰

漁

船

利
根
川
の
漁
舟
の
方
が
幾
分
細
身
で
ハ
ヤ
の
形
を
し
て
つ
く
る
。
先
端
が
尖
っ
て
い
る
も
の
と
先
平
の
も
の
と
が
あ
る
。
 

船
の
長
さ 

三

間
半(

二
丈
一
尺)

六
•

三
〇
メ
ー
ト
ル 

巾

四

尺(
一

•

二
〇
メ 
—
ト
ル)

小

型

長

さ

二

間

半

巾

三

尺

1
 

船

図 

渡

原 

'

舟 

図原

漁



⑱

砂
利
採
取
船

長
さ
七
間(

四
丈I

I

尺)

1
1
1
.

六
〇
メ
ー
ト
ル 

巾

一

丈(

三.

〇
〇
メ
ー
ト
ル)

深

さI

尺

六

寸(

〇
•

四
八
メ
—
卜 

ル)
⑲
 

沼

舟
(

板
食
舟.

城
沼
舟•

日
向
舟.

三
林
舟)

主
と
し
て
邑
楽
館
林
地
方
の
沼
沢
地
で
漁
労
し
た
り
藻
取
り
に
使
用
す
る
船
。

池
沼
や
川
の
性
質
に
よ
り
微
妙
な
と
こ
ろ
で
造
船
上
の
工
法
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
ぅ
。

長
さ
三
間
半(

六
•

三
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
三
尺
〜
四
尺 

深

さI

尺
二
寸
〜
三
寸(

〇
•

三
ニ
メ
ー
ト
ル)

⑳

揚

舟
(

水
害
時
用)

板
倉
町
浮
戸
川
田
栄
蔵

馬

舟
(

水
害
の
時
牛
馬
と
穀
物
を
安
全
な
場
所
、
水
塚.

高
台
等
に
移
す
時
に
利
用
す
る) 

長
さ
六•

三
ー 

メ
—
ト
ル 

巾
一 
•

三
ニ
メ
ー
ト
ル 

板
の
厚
さ
〇•

〇
九
メ
ー
ト
ル
、
深
さ 

〇
•

三
五
メ 
—
ト
ル

揚

舟
(

水
害
時
の
人
命
救
助•

連
絡•

舟
刈
り
等
に
使
用
す
る
。
平
時
に
は
藻
取
り
を
す
る 

場
合
も
あ
る)

原図16

砂利採取舟 
(作業舟)

図

机

、
 

揚 

原

も

原図18

揚舟(一般用)



長
さ
六•

二
八
メ
ー
ト

ル

巾

一
•
〇

ニ
メ
ー
ト
ル
深
さ◦
•

三
ニ
メ
ー
ト
ル
板
厚
さ 

〇

・
〇
九
メ-

ト
ル

㉑

田

舟

三

尺(

〇
•

九
〇
メ
ー
ト
ル)

三
尺
五
寸(

一*

〇
五
メ
ー
ト
ル) 

四

尺(

一.

二
〇
メ
ー
ト
ル)

四
尺
五
寸(

一

•

三
五
メ
ー
ト
ル)

田
刈
り
、
稲
束
を
稲
架
へ
架
け
る
時
と

稲
架
か
ら
乾
い
た
の
を
取
る
時
に
使
用
す
る
。

五

尺d

 
•

五
〇
メ
ー
ト
ル) 

湿
用
の
稲
架
の
稲
束
を
馬
や
牛
に
二
叟
を
引
か 

六

尺(
一

•

八
〇
メ
ー
ト
ル) 

せ
て
運
ぶ
時
に
使
用
す
る
。

深

さ
(

〇
•

一
六
〜
〇•

二
五
メ 
—
ト
ル)

巾
(

〇
•

六
〇
〜
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル)



二
、
川
船
の
造
船
技
術

㈠
 

古
文
書
に
み
る
造
船
仕
様

文

政

元

越

名

村

L

高

瀬

船

「
御
船
新
造
御
注
文
書
幷
御
触
之
留
〆
」

佐
野
市
史
資
料
篇2
 

名
主
与
惣

覚

一
、
巷
冊 

高
瀬
舟
幷
二I

通
ひ
小
船
共
新
造
仕
様
注
文
書

I
、

弐
通
入
札
認
様
下
書

右
は
来
卯
年
右
三
艘
逼
ひ
小
船
共
新
造
被
仰
付
候
、
古
船
御
払
二
相
成
候
間
其
旨
相
心
得
、
新
た
二
望
者
有
之
候
ハ
ゝ
入
札
相
認
メ
、
来
月
九
日
四
ツ
半
時 

迄
無
遅
刻
、
御
役
所
江
持
参
遣
し
可
申
旨
町
在
共-
一
不
洩
様
相
触
可
申
事

一
、
御
他
領
も
の
二
而
も 

御
領
分
者-
一
而
も
糙
成
請
人
有
之
上
は
少
も
不
苦
候
間 

心
当
り
え
も
の
も
有
之
候
ハ
ゞ
其
向
々
ら
通
達
有
之
、
入
礼
為
致
候
相 

計
ら
ひ
相
心
得 

前
々
之
通
り
相
触 

尤
入
札
望
人
有
無
之
儀
来
月
九
日
可
申
出
之
候

寅
十
一
月
廿
日 

御
役
所

堀
米
町

尤
伏
町

大
粟
村



富
士
村

韮
川
村

越
名
村

右
町
在
名
主
江

右
は
早
々
順
達
之
上
留
村
よ
り
須
藤
久
三
郎
方
法
指
戻
し
可
申
候
以
上

挽
お
ろ
し
春
寸
五
分

新
造
注
文
書

一
、
高
瀬
船
三
艘
幷1

1

通
ひ
小
船
春
艘 

地
杉
造
り

鋪
長
拾
春
尋
弍
尺
五
寸

但
し
春
尋
五
尺
ツ
、

春
ノ
間
か
り

船
梁
下
二
而

一
、
同
巾 

九
尺
六
寸
但
し 

と
ぅ
の
中
墨
二
而
九
尺
春
寸
余

同
巾 

九
尺
弍
寸 

表
三
ツ
け
ん
よ
り
春
大
船
面
二
而
候

三
ツ
け
ん 

巾

四

尺

九

寸

船

面

高

春

尺

弐

寸

但

何

れ

も

見

合 

同
巾 

七
尺
春
寸 

友
三
ツ
け
ん
よ
り
春
丈
目
水
面
二
而

三
ツ
け
ん 

巾
三
尺
八
寸
水
面
高
弍
尺
但
何
れ
も
見
合



惣
丈
ケ
長
拾
四
尋
弐
尺
五
寸
春
尋
五
尺
ッ
ゝ

立
間
四
丈
七
尺
但
せ
い
し
表
船
梁
外
面
よ
り
友
あ
ま
船
梁
外
面
迄

I
、

同
春
丈
春
尺
五
寸 

但 

せ
い
し
表
船
梁
外
面
よ
り
白
楽
三
ッ
け
ん
迄 

但 

見
合

同
春
丈
四

尺

但

友

ま

わ

り

船

梁

外

面

よ

り

も

き

迄

但

見

合

上
口
広
春
丈
四
尺 

但 

春
ノ
間
か
り
船
梁
二
而
小
べ
り
外
の
り

同
春
丈
春
尺 

せ
い
し
表
船
梁
外
面
二
而
見
合

同
九
尺
八
寸 

友
あ
ま
船
梁
外
面
二
而
但
見
合

棚
高
サ
三
尺
五
寸
位
但
と
ぅ
の
中
墨
二
而
小
べ
り
渡
面
迄

小
べ
り
巾
渡
面
春
尺

表
立
長
春
丈
春
尺
五
寸 

長
五
尺
五
寸
余

友
立

出
来
目
巷
丈
五
寸 

出
来
目
五
尺

せ
い
し 

春
丈
春
尺
余 

船
梁
迄
の
外
の
り



右
は
春
艘
前
寸
法
但
し
五
枚
か
き
あ
お
り
作
り

通
ひ
小
船

惣
丈
白
楽
よ
り
友
風
返
し
迄
弐
丈
九
尺
六
寸

表
の
立 

四
尺
三
寸
友
の
立 

弐
尺
引 

敷
と
う
ニ
ー
而
弐
尺
三
寸

上
口
広
と
う
二
而 

四
尺 

小
へ
り
外
の
り
立 

深
サ
と
う
二
而
皂
尺
弐
寸
余

棚
板
拾
四
丈
巾
七
八
寸

但
シ 

根
棚
板
巾
八
寸
弍
枚
目
よ
り
五
枚
目
迄 

巾
七
寸 

厚
春
寸
五
分

敷

板

拾

四

尺

巾

七

寸

厚

春

寸

五

分

表
立 

巾
八
九
寸
挽
お
ろ
し
厚
弐
寸

友
立 

巾
八
九
寸 

但
し 

包
板
な
し
二
而 

挽
お
ろ
し
厚
弐
寸

波
除
板
巾
九
寸
挽
お
ろ
し
厚
春
寸
八
分

一
、
外

へ

り

出

来

目

な

け

し

見

付

巾

九

寸

上

ば

六

寸

下

ば

四

寸



但
し
春
本
木
二
而
春
継
二
而
も 

弐
継
二
而
も
木
目
に
可
寄

一
、
同
小
へ
り
出
来
目
な
け
し
見
合
六
寸
五
分
上
は
五
寸
下
は
春
寸
五
分 

但
し
三
ッ
四
ッ
継
二
而
も

I

、
内
う
て
か
さ
ね
木
七
寸
角

1
、

外
う
て
小
へ
り
春
本
木
二
而
は
が
す

r

せ
い
し
内
な
け
し 

巾
内
小
へ
り
二
可
順
ス

厚

春
寸
七
分

但
し
張
出
し
迄
打

I

、
と
う
船
梁
春
尺
角 

但
せ
り
木
長
三
尺 

巾
春
尺 

厚
三
寸
五
分

一
、
船
梁
瀬
六
寸
角 

か
り
船
梁
艘
二
弍
挺
ッ
ゞ
有
之
細
也

但
し
せ
い
し
船
春
艘
二
弐
挺
ッ
ゝ
七
寸
角

一
、
友
表
小
船 

四
寸
五
分
角 

五
寸
五
分
角

一
、
地
そ
う
こ
う 

四
寸
角 

但
少
も
丸
み
な
し

但 

常
式
之
外
間
々
地
そ
う
ほ
う
巻
艘
二
皂
挺
ッ\

ぁ
り



I

、
友
表
板
子
巾
七
寸
厚
春
寸
弍
分

r

せ
ん
板 

三
ケ
月
戸
留
ふ
た 

巾
七
八
寸 

厚
春
寸
三
分

一
、
と
ぅ
の
あ
ま
八
寸
角 

弍
ッ
割 

長

サ-

丈

一
、
床
寄
船
梁
ふ
ん
懸
け
な
ら
し
な
け
入
三
寸
角

一
、
せ
い
し
同
あ
ま
長
巷
丈

但
三
寸
六
寸
す
か
ひ 

四
寸
五
分
角

一
、
友
あ
ま
六
寸
角

一

、
表

あ

ま

五

寸

角

弐

ツ

割

て
は
さ
み
長 

春
大
七
尺 

巾
九
寸 

厚
口
元
方
二
而 

五
寸
角 

末
方
二
而 

三
寸
五
分 

但
し
少
之
丸
ミ
付
ハ
用
ゆ
へ
し

(

桟)

一
、
梶
下
さ
ん 

六
寸
角 

弍
ツ
割 

さ
ん
八
七
寸
角

一
、
羽

板

巾

六

寸

七

寸

厚

春

寸



I

、
せ
い
し
家
根
裏
板
な
か
し 

板
巾
六
八
寸 

厚
春
寸

但
少
シ
之
白
夕
付
は
可
用

一
、
同
中
板
子 

巾
六
七
寸 

厚
七
分

一
、
押
入
か
こ
ひ 

中
し
き
り 

巾
七
八
寸 

厚
八
分

但
し 

け
む
出
し
箱 

ふ
ち
板
押
入 

家
根
ハ
弐
枚
ふ
き 

外

I

一
長
三
尺 

巾
八
寸 

内
そ
き
合 

ふ
き
板
入
戸 

三
分
半 

板
桟
春
寸
弐
分-
一
弐
分
卜
八
分
二
弍
寸 

上
桟
弐
寸-
一
春
寸
六
分
敷
井(

居)

巾
四
寸 

厚
弐
寸 

此
外
八
九
寸
ー
ー
板
畳
寄
せ
敷
居
あ
り 

I

、
上
棟
巾
四
寸
五
分I

一
弐
寸 

下
棟
巾
六
寸
二
四
寸

一
、
せ
い
し
之
内
ね
た
巾
四
寸
一I

弐
寸
五
分

一
、
張
出
し
と
ぅ
の
な
け
入
長
五
尺 

巾
三
寸
五
分
ー
ー
弐
寸
弐
分

一
、
張
出
し
せ
い
し
ロ
な
け
入 

巾
五
寸
五
分
ー
ー
弐
寸
五
分

一
、
張
出
し
弐
ケ
所
立
柄
長 

六
尺
五
寸 

巾
三
寸
弐
分
一
春
寸
六
分

一
、
張
出
し
弐
ケ
所
之
ふ
ち
幷
ー
ー
さ
な
留
春
寸
弐
分
角

一
、
張
出
し
板 

弐
ケ
所
共
二
長 

弐
尺
四
寸 

巾
六
七
寸-
一
厚
八
分



一
、
あ
ば
ら
巾
三
寸 

厚
弐
寸
四
分 

巷
枚
二
五
拾
弍
挺
ッ
ゞ

一
、
亀
甲 

巾
五
寸 

厚
三
寸 

大
長
三
尺
六
寸 

巾
二
寸 

長
春
尺 

小
長
九
寸 

せ
い
し□

巾
六
寸

一
、
板
子
持 

拾
八
本 

四
寸
角 

少
し
丸
ミ
付

一
、
半
戸
板
巾 

七
八
寸 

下
ふ
き
五
分
板 

上
ふ
き
八
分
板 

さ

ん(

桟)

春
寸
弐
分 

春
寸
八
分

但
長
三
尺
白
ふ
き
合
ふ
き
板
入

I
、

上
下
か
こ
ひ
戸 

巾
八
寸 

厚
三
分
半 

板
さ
ん
春
寸
弍
分 

巷
寸
六
分 

な
い
ら
さ
ん
八
分
二
春
寸
六
分

一
、
筒
だ
き
長
八
尺
五
寸
巾
八
寸
厚
頭
七
寸
下
弐
寸

一

、
と

ぅ

道

板

但

上

前

方

杉

板

板
巾
三
寸
以
上 

厚
春
分
半
よ
り
弐
分
程 

長
六
寸
板
三
分
一 

長
七
八
寸 

板
三
分
一 

長
九
寸
板
三
分
ー 

ニ
而
致
ス
へ
し 

軒
ロ
は
弍
通
ふ
き
内
春
通
長
三
寸
五
分
厚
四
分
板
二
而
ふ
く
へ
し
板
足
八
九
分
頭
三
寸
鉄
釘
し
メ 

三
年
竹
釘
打
交
釘
間
五
分
位
但
し 

表
ノ
あ
ま
き
わ 

白
そ
き
合 

ふ
き
板
下
ふ
き
二
入

一
、
軒
ふ
ち 

春
寸
六
分
二
春
寸
八
寸

 

へ
つ
す
い
板 

春
寸
三
分 

巾
六
七
八
寸

外
の
り
長
弐
尺
三
寸 

横
巾
内
の
り
春
尺
四
寸
五
分 

高
さ
春
尺
五
寸



一
、
あ
か
取
三
ッ

I

、
小
船
板 

拾
四
尺 

春
寸
弍
分
板

但
し
上
棚
卜 

小
べ
り
長
三
間
弐
尺 

地
そ
う
こ
う
巾
三
寸 

厚
弐
寸 

船
梁
巾
五
寸 

厚
弐
寸
五
分 

三
挺
ッ
ゞ

右
杉
木
之
分

但
し 

棚
板
友
表
立
板
せ
ん
板
波
除
半
戸
す
か
い
と
ろ
道 

同
板
留
蓋
の
あ
ま
せ
い
し
前
後
あ
ま
る
。
船
梁
弐
挺
ッ
ゝ
敷
二
而
弐
分
上
り
板
軒
ふ
ち
三
ケ 

月
戸 

右
之
分
白
夕(

杉
の
白
味)

な
し 

赤
身
作
り
余
木
之
分
ハ
少
し
之
か
す
り
白
夕
有
之
候
而
も
用
捨
致
ス
。

一
、
白
楽
出
木
目 

巾
六
寸 

厚
三
寸
五
分 

但
中
継
キ

一
、
筒
長
八
尺
五
寸 

巾
春
尺 

厚
四
寸 

大
地
そ
う
こ
う 

巾
春
尺
弍
分 

厚
五
寸

I

、
身
木
頭
八
寸
角 

下
内
春
尺
余 

下
厚
三
寸
五
分

一
、
や
り
車
四
寸
角
物
二
而

右
之
分
槻
木

一
、
友
表
す
り
木
元
ロ
ニ
而
春
寸
弐
分
角

但
し
梶
羽
板
向
幷
二
せ
い
し
廻
り
こ
も
す
り
打
べ
し



一
、
柱
屋
り
取
車
類 

廻
り 

春
尺
三
寸
と
春
尺
春
寸
位

右
之
分
樫
之
木

一
、
せ
い
し
口
戸
引
地
そ
う
こ
う 

六
寸
角 

四
寸
角

一
、
同
所
内
地
そ
う
ご
う

1
、

梶
柄
長
春
丈
四
尺 

廻
り
巷
尺
五
六
寸

右
之
分
栗

I

、
松
床
木
長
五
尺
弍
寸 

巾
春
尺 

厚
九
寸

但

白

松

二

而

右
之
林
木
之
外 

ね
こ
木 

せ
ん
杯
之
類 

小
も
の
品
々
入
用
可
有

1

、
上
荷
釘
揚
さ
し
釘
亀
甲
釘
あ
ば
ら
釘
外
打
釘
と
も
春
本
三
四
匁
揚
さ
し
ハ
板
春
板
三
拾
本
ツ

 ゞ

根
棚
は
弐
板
目
板
ハ
弐
通
り
二
打
あ 

く
ら
春
挺
二
外
打
弍
本
ッ
 ゝ

立
板
落
釘
梶
さ
ん
半
釘
は
春
本
二
而
拾
匁 

同
釘
間
六
寸
位 

但
シ
敷
棚 

厚
春
寸
五
分 

板
釘
間
五
寸
五
分
位 

春
枚 

廿
五
本
打
積
り

一
、
か
ま
釘 

小
落
釘
春
本
五
六
匁 

但
シ
ー
か
ま
ー
ー
弐
本
ッ
ゝ
打



1
、

根
付
春
本
拾
四
匁 

根
棚
皂
枚
二
弐
拾
五
本
打
釘
間
五
寸
五
分

但
シ 

波
除
留
ふ
た
上
棟
床
寄
せ
ふ
ん
か
け
ぁ
ま
友
表
登
せ
ん
板 

伝
馬
船
梁
其
外
品
々
可
入
白
楽
小
つ
な
き
等
春
本
拾
五
六
匁

1
、

小
平
釘•

小
根
付
釘
春
本
八
匁•

根
棚
か
ま
く
二
打•

小
船
釘
同
断•

い
か
え
頭
は
春
本
拾
匁

一
、
さ
つ
は
釘
三
四
匁 

小
船
の
分
は
少
し
か
る
く

I
、

小
へ
り
釘
巷
本 

六
七
拾
匁 

釘
間
皂
尺
弐
寸 

筒
た
き
せ
り
綱
く
り
船
梁
ぁ
ま
二
内
外
小
へ
り
其
外
所

 々

可
用
か
ら
之
小
へ
り
下
夕
は
釘
春
本
廿
五

匁

一
、
船
梁
揚
さ
し
釘•

身
木
附
釘•

春
本
六
拾
匁 

と
う
の
分
七
拾
匁

一
、
打
抜
か
す
か
ひ
春
本 

百
弍
拾
匁
ッ
 ゝ

と
う
の
分
八
同
六
拾
匁

但
し 

船
梁
春
挺
弍
本
打 

と
う
の
分
四
本
ッ
ゝ
打

I

、
す
り
釘
四
匁

一
、
筒
針
春
本
百
匁 

い
な
つ
ま
釘 

春
本 

弐
百
匁

一
、
根
付
釘•

落
釘•

一P

本
七
八
匁 

小
船
之
分

一
、
銅
板
春
枚
九
拾
匁
但
シ
船
張□

も
き
表
立
廻
り
は
春
枚
百
目
ッ
ゞ



但
シ
有
合
巾
春
寸
八
分 

船
梁
ノ
登
リ
立
板
之
方
江
張
出
シ 

下
九
寸
位 

中
七
寸
位 

上
春
尺
二
寸
位 

棚
板
之
方
ハ
釘
之
入
頭
ノ
間 

三
分
程
明 

ケ 

友
ノ
登 

友
表
け
は
く
ろ
表
ハ
五
寸

ー
ー  

春
寸
弍
分 

友
四
寸
二
春
寸
弍
分
位 

友
立
通
り
釘
頭
可
張
せ
い
し
通
り
箱
ふ
ち
等
不
残 

半
肩
板
ハ 

巾
春
寸
弍
分
半
戸
裾
通
り
江
も
張
、べ
し 

同
軒
ふ
ち
江
も
銅
春
板
弐
ツ
切
ニ
テ
張 

せ
い
し
内
あ
ば
ら
か
け
皂
艘
二
四
丁
ツ
 ゞ

水
遣
ひ
巾
三
尺 

下
り 

三
尺 

其
外
前
後
の
釘
頭
江
三
四
丁
ツ
ゞ
張
下
ル
水
遣
ひ 

下
根
棚
と
弍
枚
目
板
釘
頭
張
御
極
印I

明
せ
い
し
表 

あ
ま
両
眠
家
根
板
上
二
銅
板
春
板
半 

通
り張

り
下
ケ
ハ 

せ
い
し
家
根
裏
板
銅
板
棟
迄
張
ル
。

上
棟
ヲ
両
方
こ
け
し
の
方
江
三
寸
程
ツ
ゞ
張
下
ケ
ル 

と
ぅ
船
梁
せ
り
合
目
有
金
張
ル 

へ
シ

友
表
立
同
は
く
ろ
可
張 

表
ハ
立 

板
之
方
四
寸
五
分
程
張
上
り
立 

わ
き
通
り
船
梁
下
迄
三
寸
五
分
張
上
ル 

友
ハ
立
板
之
方
江
弐
寸
五
分
程
張
上 

ル 

立
わ
き
通
り 

船
梁
下
迄
三
寸
五
寸
張
上
ル 

此
外
四
ケ
所
之
あ
ま
頭
可
張
銅
板
巾
春
寸
ハ
切
り
あ
て
亀
甲
之
通
り
棚
板
江
張
掛
リ
ベ
シ 

其
外
船 

出
来
方
二
而
張
所
可
有
之
小
船
印
形
表
立
廻
り
は
く
ち
可
張
へ 

つ
す
い
上
ふ
ち
通
り
可
張

r

錤

釘

大

八

分

但

錤

間

春

寸

二

分

但
シ 

船
梁
同
友
之
も
き
表
廻
り
道
金
ハ
春
寸
鍍
打 

せ
い
し
廻
り
同
板
ハ
け
し
飯
打

一
、
中
五
寸
釘
足
三
寸
釘
押
入
せ
い
し
の
棚

但
シ 

半
戸
春
本
二
中
五
寸
釘
百
本
打 

下
ふ
き
ハ
三
寸
釘 

か
こ
ひ
戸
ハ
弍
寸
釘

一
、
五
拾
弐 

大
小
く
わ
ん 

大
差
渡
し
三
寸
拾
弍
小
船
之
分
共 

小
差
渡
し
弍
寸

此
外
床
乗
打
釘
六
挺
五
分
角 

長
四
寸
五
分 

廻
り
巷
寸
三
分

一
、
弐
拾
七 

坪
付 

弐
寸
之 

わ
か
さ
鉄



一
、
九
ツ
錠
な
ミ
さ
ほ

一
、
六
挺 

筒
掛
り
打
釘 

長
六
寸 

巾
弐
寸
三
分
二
六
ケ
分

(

塔)

一
、
上
之
填
は
た
其
外
た
ふ
木

I
、

棚
板
敷
板
友
表
立
板
内
外
小
へ
り
木
船
梁
之
打
替
重
立
木
品
三
艘
分 

越
名
河
岸
江
持
出
し
大
見
分
相
済
候
上
二
而 

大
工
川
船
方
御
役
所
二
訴
候
様
致 

し 

右
訴
之
節
幷
二
御
極
印
請
候
節
共
請
届
人
出
府
致
し
諸
事
垮
合
致
可
申
候
事

件
之
外
手
間
扶
持
小
遣
ひ
茶
入
用
共
二

右
注
文
書
と
見
合
い
た
し
前
格
之
通
諸
事
廉
抹
無
之
様
二
相
心
得 

石
船
之
通
り
念
入
造
立
可
致
候
書
面
之
趣
万
一
落
候
事
有
之
候
と
も 

船
付
候
儀 

は
入
札
金
高
之
内
二
而
可
致
候

売
船
二
は
色
々
仕
方
ゆ
る
か
せ
も
有
之
候
得
と
も
左
様
成
事一

功
無
之 

隋
分
細
エ
ニ
念
入
差
図
次
第
二
可
致
候

板
其
外
木
品
悪
敷
分
幷
二
鉄
物
目
軽
き
け
取
替
可
申
候 

材
木
か
な
物
共
二
細
工
所
江
持
寄
せ
見
分
を
受
候
上
万
事
遣
ひ
可
申
候 

請
負
申
付
候
ハP

材 

木
早
速
相
調 

板
類
は
挽
立
テ
か
ら
し
可
申
候 

重
様
棚
遣
ひ
不
申
渡
二
も
悪
敷
分
は
遣
ひ
申
間
敷
候 

勿
論
敷
干
上
り
を
赤
身
之
中
板
計
用
ひ
可
申
候 

落
札
候
得
は
糙
成
請
人
入
候 

差
入
注
文
二
不
聞
江
所
に
有
之
候
ハ
つ 

幾
度
も
申
出
能
々
承
り
可
申
候

板
材
木
大
見
分
之
以
後
け
つ
り
し
ら
け
候
上 

申
分
出
来
候
は
木
類
二
不
限
打
付
候
共 

取
は
な
し
取
替
事
二
候
間
其
旨
相
心
得
諸
品
致
吟
味
相
調
指
出 

し
可
申
候
事

文

政

元

寅

十

一

月(

一
八

一  

八
年)



㈡

新
造
高
瀬
船
の
値
段(

羽
生
市
史
上
巻
第
三
節
河
川
交
通
六
八
〇
頁)

新
造
高
瀬
船
金
子
之
事

I
、

新
造
高
瀬
船
春
艘

此
代
金
七
拾
四
両
也

内
金
五
両
当
四
月
中

内
金
五
両
当
六
月
十
四
日

内
金
五
両
当
六
月
廿
日

内
金
五
両
当
八
月
五
日

/

金
弍
拾
両
也
相
渡
ス

内
金
三
拾
五
両
也
新
造
出
来
引
替
相
渡
ス

内
金
五
両
也
右
新
造
御
極
印
奉
頂
載
我
川
岸
江
着
船
之
砌
急
度
相
渡
儀
定

ニ 

ー

引/

金
拾
両
也

右
者
前
書
之
通
新
造
高
瀬
船
出
来
仕
世
話
人
中
糙
二
請
取
申
処
実
正
也
但
シ
残
金
拾
両
之
儀
者
世
話
人
引
請
来
ル
卯
三
月
晦
日
限
り
急
度
返
済 

可
レI

仕
候 

万I

其
御
節
金
子
出
来
兼
候
ハ
ハ
世
話
人
共
持
来
候
船
之
内 

貴
殿
御
望
之
船
春
艘
相
渡
可P

申
候

其
節
少
茂
相
違
仕
間
敷 

依
レ
之
加
印一

札
入
置
申
候
所 

仍
而
如
レi
件

文
政
元
年
寅
十
一
月
武
州
播
羅
郡
葛
和
田
村

(

一
八
一
八
年) 

船

主

藤

七



上
州
邑
楽
郡
川
又
村

世
話
人
七
五
郎

同
州
同
郡
同
村

世

話

人

林

平

f

 

同
州
同
郡
同
村

世
話
人
音
五
郎

武
州
埼
玉
郡
竜
蔵
河
岸
世
話
人
喜
右
衛
門
殿

上
州
邑
楽
郡
川
又
村
船
大
工
仁
次
郎
殿

武
州
埼
玉
郡
上
羽
丹
生
村
元/

源
兵
衛
殿

㈢
 

部
賀
船
新
造
仕
様
と
値
段(

千
代
田
村
誌 

二
河
川
交
通
八
二
六
頁)

部
賀

一

叟
仕
用
証

記

一
、
敷
長
及
幅
但
シ 

八
尋
四
尺
五
寸
深
二
尺
四
寸
幅
八
尺
六
寸 

内
赤
ア
ツ 

耳

板I

寸
四
分
通
シ 

I

、
立

板

但

シ

厚

二

寸

赤

味

一

、
梶

木

板

但

シ

厚
-

寸
五
分
通
シ



欠
損
不
明

一
、

く_

一
、
内
子
部
利 

但
シ
下
り
四
寸 

渡
面
内
ズ
レ
入
幅 

一
尺 

一
、
中

船

梁

但

シ
(

欠
損
不
明)

一

、
友

船

梁

但

シ
(

欠
損
不
明)

一
、
清
地□

船
梁
但
シ
厚
四
寸
五
分
角
幅
五
寸

一
、
仮
り
船
梁
但
シ
四
五
分
角

一
、
大
神
宮
梁 

但
シ
四
寸 

四
寸
五
分
角

I

、
津

々

但

シ

厚

五

寸

幅

二

尺

一
、
地
低
但
シ
厚
四
寸
五
分
幅
九
寸

一

、
立
者
但
シ
四
五
分
角



一
、
中
ハ
サ
ミ
但
シ
厚
三
寸
幅
八
寸
五
分

一

、
利
根
木 

但
シ
三
十
丁 

四
寸
角

/
 

I
、
亀
ア
バ
ラ
但
シ
厚
一
寸
八
分

I

、
友
表
張
切
但
シ
厚
一
寸
四
分
赤
味

一
、
小
ツ
ナ
ギ
但
シ
四
五
分
角

I

、
清
地 

但
シ
三
枚
根
戸
羽 

家
根
三
枚
ブ
キ 

戸
廻
り
付
キ

一
、
内
ズ
レ 

但
シ
厚I

寸
五
分 

幅
四
寸 

サ
ナ
板
付
キ 

地
木
惣
赤
身
之
事 

銅
板
張
所

I
、

内
通
り
内
羽
黒
亀
廻
り
ア
バ
ラ
下
惣n

ウ
シ

一
、
清
地
及
役
ア
バ
ラ
総n

ウ
シ
外
カ
マ
カ
ル
タ
友
表

I
、

羽
黒 

ス
レ
下
根
戸
羽
ち
里 

屋
根
は
り(

以
下
欠
損
不
明)

せ
じ
浪
よ
け
廻
り



舟
張
間□

内
(

以
下
欠
損
不
明)

釘
之
部

I
、
落
シ
釘
一
本-
一
付
キI

二
匁 

根
付
釘I

本-
一
付(

欠
損
不
明)

一
、
十
四
匁
サ
ッ
パ
サ
ン
ヤ
通
常
品
上
ザ
シ
長
七
寸
賀
ぢ(

梶)

赤
味

惣
計
金
四
百
円
也

但
シ
下
船
金
百
六
拾
参
円
也

右
之
通
り
見
積
候
也

但
シ 

進
水
式
金
拾
円
ニ
テ
水
上
渡
シ
之
事

明
治
四
十
弍
年
九
月
二
日

(
I

九
〇
九
年)

収
入
印
紙 

坂

巻

万

吉

I

三

銭
I

(
船
大
工
栗
橋
町
の
人)

平

柳

波

五

郎

殿

九
月
四
日 

内
金
五
拾
円
也 

正-
一
請
取
候
也 

I  

又
入
口
ffi

拾
弐
月
廿
七
日
残
金
参
百
七
拾
七
円
也 

三

銭
 

合
計
金
四
百
弍
拾
七
円
也
正
二
請
取
候
也



㈣
 

利
根
川
渡
船
に
関
す
る
古
文
書(

千
代
田
村
築
比
地
義一

家
文
書)

渡
船
御
尋
二
付
奉
書
上
候

当
村
渡
船
之
儀
者
中
山
道
鴻
巣
宿6

行
田
町
通
り
上
州
邑
楽
郡
同
新
田
郡
江
往
来
の
人
馬
前

5々

赤
岩
村
葛
和
田
村
両
村6

日
々|

人
ッ
ッ
船
頭
弍
人 

差
出
シ
渡
船
仕
来
り
申
候
。
御
武
家
捧
方
御
出
家
方
ハ
無
銭-
一
而
相
渡
シ
、
百
姓
商
人6

船
賃
春
人
ー
ー
付
拾
六
文
ッ
ッ
、
馬
一
疋
二
付
廿
四
文
ッ
ッ
取
之
、
 

近
村
ノ
者
ト
モ
ハ
籾
穀
少
々
ッ
ゝ
請
取
之
渡
船
仕
候
。

右
船
御
役
永
御
運
上
等
差
上
候
義
無
之
候
、
然
ル
処
、
文
化
五
辰
年
十
一
月
川
船
御
役
人
様
方
御
出
役
之
節
、
右
渡
船
書
出
シ
候
処
鑑
札
弐
板
被
下
置
候 

年
々
川
船
御
役
所
二
而
御
書
替
被
仰
付
候
右
始
末
。

今
般
御
尋
二
付
奉
書
上
候
処
少
モ
相
違
無
御
座
候
。

一
、
右
馬
渡
船 

士
它
艘
長
弐
丈
七
尺
八
寸(

八
.

三
四
メ 
—
ト
ル)

横
七
尺
二
寸(

ー
ー.

|

六
メ
ー
ト
ル)

但
シ
馬
三
疋
立

一
、
歩
行
者
渡
船
春
艘 

長
弍
丈
弐
寸(

六
•

〇
六
メ
ー
ト
ル)

横
三
尺
七
寸(

一.

I  

|  

メ 
ー
ト
ル)

右
船
丈
尺
寸
之
儀
奉
書
上
候
処
相
違
無
御
座
候

一
、
右
船
新
規
造
建
仕
候
節
ハ
村
方
一
統
二
而
造
建
仕
候 

渡
守
給
金
之
儀
ハ
春
ケ
年
二
金
五
両
ッ
ッ
春
人
江
差
出
申
候I

一
而 

渡
船
仕
来
申
候
。
尤
右
渡
船 

場
ノ
儀
ハ
当
村
赤
岩
村
両
村
持
二
而 

船
之
儀
モ
赤
岩
ニ
モ
当
村
通
り
鑑
札
弍
枚
有
之
候
、
従
而
渡
船
取
斗
方
之
儀
ハ
両
村
同
様
ー
ー
御
座
候 

右
者
御
尋 

二
付
書
面
之
通
奉
書
上
候
処
相
違
無
御
座
候
以
上

武
州
播
羅
都
葛
和
田
村



文
政
八
酉
年
九
月 

名

主

仙

右

衛

門

(
一

八
二
五
年)

組

頭

甚

兵

衛

百
姓
代
惣
右
衛
門

清
水
御
出
役

加
藤
孫
兵
衛
様

㈤
 

渡
良
瀬
川
渡
船
新
規(

馬
渡
船)

値

段
(

海
老
瀬 

市
沢
勲
家
文
書)

天
保
十
一
庚
子
年

当
子
春
本
郷
渡
船
新
規
打
立
割
合
取
立
張

三
月
廿
三
日海

老
瀬
村
世
話
人
与
惣
次

左

伝

新

蔵

彦
兵
衛

天
保
十
一 

子
年
十
一
月
割
合

(
一

八
四
〇
年)

新

規

馬
船
春
艘
但
シ
四
疋
立

此
金
三
両
春
分
弐
朱

内
卷
朱
利
足
六
左
衛
門

春
分
利
足
頼
母
子
邑



弐
分

/

金
四
両
三
朱
也

惣
軒
数
弐
百
五
拾
九
軒

I

軒
二
付

永
五
拾
四
文
七
分
七
厘

此
銭 

三
百
七
拾
八
文
ッ
ッ

三
、
現
在
の
利
根
水
系
に
残
る
船
大
工

㈠

船
大
工
の
系
譜

現
在
利
根
川
水
系
で
和
船
を
造
る
船
大
工
は
ほ
と
ん
ど
絶
無
に
近
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
調
査
で
明
和
村
斗
合
田
五
五
五
番
地 

砂
賀
孝
三 

長
男 

の
良
夫
氏
と
孝
三
氏
の
弟
で
板
食
町
板
倉
六
九
二
番
地 

根
岸
徳
次
郎
氏
の
三
人
が
健
在
で
現
在
で
も
造
船
を
し
て
い
る
こ
と
が
発
見
で
き
た
。

こ
の
船
大
工
の
系
譜
は
板
倉
町
板
食
字
稲
荷
木
一
六
四
八
番
地 

根
岸
豊
吉
の
三
男
幸
吉
が
邑
楽
、
館
林
地
方
の
船
大
工
棟
梁(

親
方)

と
言
わ
れ
名
人
の 

誉
が
高
か
っ
た
。
そ
こ
へ
、
明
和
村
斗
合
田
砂
賀
政
吉
、
同
弟
新
次
郎
が
弟
子
入
り
を
し
船
大
工
と
し
て
後
に
独
立
し
、
砂
賀
兄
弟
で
こ
の
地
方
の
造
船
は
ほ 

と
ん
ど
一
手
に
引
受
け
て
い
た
。

終
戦
後
は
政
吉
の
子
供
達
に
よ
り
引
継
が
れ
現
在
ま
で
船
大
工
を
や
っ
て
い
る
の
は
三
男
の
孝
三
氏
と
そ
の
子
良
夫
氏
の
二
人
で
あ
る
。

弟
の
新
次
郎
は
分
家
し
た
が
船
大
工
の
仕
事
は
本
家
政
吉
と
共
同
で
行
な
っ
て
い
た
。
長
男
の
高
市
氏
も
船
大
工
と
し
て
継
い
だ
が
、
昭
和
四
十
年
代
の
プ 

ラ
ス
チ
ッ
ク
の
普
及
に
よ
り
和
船
の
注
文
が
少
な
く
な
り
現
在
は
休
業
し
て
い
る
。



長

男

通

幸

大
工
親̂

j  

丄

一

男

蠶

板
食
町
板
會
乙
一
六
四
八
番
地

根

岸

幸

吉
-
-
-
-
-

三

男

昭n

明
治
19•  9
 .

27
生

昭

和
• H
 
• 8

死
亡 

厂

養

子

次

郎
(
大
工)

昭
和7
 • 5
 •

17
生

長

男

卯

吉
(
船
大
工)

明
和
村
斗
合
田
五
五
五
番
地 

大f

 

•  
g
 •
"

生

昭
和
〒i

的
死
亡

—

砂

賀
 

政 

士
ロ(
船
大
工)-
-

H

男 

正 

一

(
船
大
工)

廃
業

(
須

永) 

大
正7
*
5
-
^

生

明
治
17.

11
・
13
生

——
 

昭
和
24. 6
 .

12
死
亡 

——

三

男

|?1
三-(

船大
工

)
一
！一

長

男

[^l
la
船
大
工 

大
正
13
・7
 •

21
生 

昭
和
15
・7
 • 5

生

丨

四

男

徳

次

郎
(
船
大
工) 

丨H
男
章
一 

構
造
船

昭
和2

・1

・
31
生 

昭
和
18
・6

・
27
生

I

三

男

健

次

構

造

船

——

四
男
康
正
船
舶
エ
ン
ジ
ン

昭
和
24• 2
 • 

生

明
和
村
斗
合
田
二
四
七
番
地

——

砂

川

新

次

郎
 

厂

五

男

啓

史

設

計

3 

,  

昭
和
26.
3

・4

生

明
治
26.

11.

16
生

大
正9
 

•  3
 •

13
分
家

廃
業

長

男

高

市
(
船
大
工)

昭
和3
 
.

10
・
24
生「
I

徳

次

题(
船
大
工)

根

岸

林

蔵
 

昭
和
ミi

31
生

_
_
_
_

 

昭
和
30
・
12
・
19
養
子
縁
組

き

ん

I

長
女
タ
マ
江

昭
和5
•
4

•
8

生



砂
賀
造
船
所

現
住
所 

邑
楽
郡
明
和
村
大
字
斗
合
田
五
五
五
番
地

船
大
工
須
永
孝
三

大
正
十
三
年
七
月
二
十
一
日
生(

五
十
四
才)

現 

職 

株
式
会
社
砂
賀
造
船
所 

代
表
取
締
社
長

現
住
所
右
と
同
じ

船
大
工 

須
永
良
夫(

孝
三
長
男)

昭
和
十
五
年
七
月
五
日
生(

三
十
八
才)

現 

職 

株
式
会
社
砂
賀
造
船
所
専
務

技
術
習
得
に
関
す
る
職
歴

孝
三
氏
は
船
大
工
須
永
政
吉
、
妻
て
つ
の
間
に
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
二
人
の
兄
とI

人
の
弟
と
も
名
人
と
言
わ
れ
た
父
政
吉
よ
り
小
学
校
を
卒
業
し
た 

昭
和
十
五
年
春
よ
り
指
導
を
受
け
和
船
造
り
に
入
っ
た
。
こ
の
年
は
館
林
市
城
沼
の
屋
形
舟
と
ボ
ー
ト
の
修
理
と
新
造
船
で
翌
昭
和
十
六
年
三
月
末
ま
で
従
事
。
 

四
月
二
日
に
徴
用
が
あ
り
五
月
二
十H

日
、
横
須
賀
海
軍
工
廠
に
入
り
身
分
は
海
軍
軍
属
二
等
工
員
と
し
て
配
属
さ
れ
船
大
工•

穿
孔•

銀
打•

填
隙•

水 

圧
試
験.

特
殊
潜
航
艇.

魚
雷
艇
を
造
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
海
洋
用
船
舶
の
技
法
を
修
得
し
て
い
る
。

昭
和
十
九
年
徴
用
角
除
さ
れ
同
年
九
月
二
十
五
日
久
里
浜
海
軍
工
作
学
校
へ
入
校
し
八
ケ
月
間
は
駆
遂
艦
に
乗
り
南
大
平
洋
で
戦
斗
に
参
加
、
昭
和
二
十
年 

八
月
末
帰
還
し
た
。
長
男
卯
吉.

二
男
正I

も
戦
地
よ
り
帰
還
し
父
政
吉
と
兄
弟
四
人
で
和
船
造
り
を
始
め
た
。
こ
の
頃
は
敗
戦
後
の
ヤ
ミ
景
気
農
家
が
新
造 

舟
を
作
り
利
根
川
か
ら
ヤ
ミ
米
を
積
ん
で
東
京
ま
で
運
び
、
帰
り
は
肥
料
を
持
っ
て
く
る
た
め
需
用
が
多
く
て
造
り
ま
に
あ
わ
な
か
っ
た
。

昭
和
二
十
一
年 

一
月
二
十
九
日
長
男
卯
吉
が
子
供
四
人
を
残
し
て
死
亡
し
、
続
い
て
昭
和d
十
四
年
六
月
十
二
日
大
黒
柱
の
父
政
吉
が
脳
出
血
で
死
亡
し
た



た
めI

家
が
路
頭
に
迷
う
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

昭
和
二
十
二
年
九
月
十
五
日
の
大
洪
水
で
邑
楽
郡
東
部•

埼
玉
県
北
川
辺
町
等
は
水
害
に
よ
る
被
害
甚
大
と
な
り
船
の
新
造
が
昭
和
二
十
五
年
頃
ま
で
続
い 

た.
〇し

か
し
お
客
は
父
政
吉
の
船
大
工
の
腕
を
見
込
ん
で
船
の
注
文
を
し
に
来
た
が
、
父
の
死
後
は
二
十
四•

五
才
の
若
者
に
船
を
造
ら
せ
て
く
れ
る
人
は
少
な 

か
っ
た
。
注
文
す
る
側
も
自
分
や
家
族
の
生
命
や
財
産
を
洪
水
時
に
は
舟一

艘
に
託
す
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
若
僧
に
は
安
心
し
て
頼
め
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が 

本
音
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

昭
和
二
十
八
年
手
漕
ぎ
ボ
ー
ト
造
り
を
本
格
的
に
し
中
禅
寺
湖
と
榛
名
湖
へ
納
入
し
、
昭
和
ー 

ー

十
九
〜
三
十
四
年
頃
ま
で
ト
ゥ
ハ
ツ
の
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
付 

が
通
船
用
と
し
て
よ
く
売
れ
、
二
十
艘(

全
長
十
メ
ー
ト
ル)

を
建
造
し
東
京
湾
で
使
用
さ
れ
た
。

昭
和
四
十
八
年
、
白

鳥I

号
、
白
鳥
二
号
を
竣
工 

昭
和
四
十
年
「榛
名
亭
」
観
光
船
を
竣
工 

昭
和
四
十
二
年
湖
畔
亭
、
榛
名
湖
の
ボ
ー
ト
を
全
部
引
受 

け
て
修
理.

新
造
。

昭
和
四
十
年
代
、
造
船
す
る
場
合
に
免
許
が
必
要
と
な
り
、
こ
の
段
階
で
多
く
の
船
大
工
は
造
船
を
断
念
し
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
他
方
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
船 

(

合
成
樹
脂
船)

の
普
及
に
よ
り
耐
用
年
数
の
短
い
木
造
船
よ
り
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
船
が
多
く
レ
ジ
ャ
ー
等
に
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
変, 

革

のI

つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

昭
和
五
十
年
に
は
須
永
造
船
所
を
設
立
し
株
式
会
社
に
し
て
関
東
海
運
局
よ
り

小
型
造
船
業
登
録
証

関
東
海
運
局
長

昭
和
五
十
年
四
月一

日

関

木

造I
I

七
号
昭
和
五
十
年
四
月I

日

許
可



許
可
を
受
け
木
造
船
部
門
の
他
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
合
板
船
部
門
と
船
舶
用
エ
ン
ジ
ン
部
門
を
加
え
て
発
足
し
、
現
在
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
合
板
船
部
門
が
経
営 

の
主
流
を
占
め
て
い
る
。
年
に
投
綱
船(

利
根
川
等)

五
〜
六
艘
、
長
瀞
の
観
光
船
四
〜
五
艘
程
度
し
か
作
っ
て
い
な
い
。

建
造
費
用

屋
形
船 

長
さI

〇
メ
—
ト
ル 

定
員
三
〇
名
一
五
〇
万
円
工
程(

舟
三
五
〜
三
六
人
手
間
、
小
屋
三 

人
手
間)

観
光
船 

長
さ
八

•  I
I

メ
ー
ト
ル 

巾

I  
•

二
三
メ
ー
ト
ル 

I

〇
五
万
円 

工
程
六
〇
人
手
間 

揚

船
 

I

船
用 

七
人
手
間
七
〇
万
円

馬
船
用
九
人
手
間
九
〇
万
円

渡 

船 

I

二
〇
万
円
〜I

三
〇
万
円
也 

工
程
三
五
人
〜
四
十
人
手
間

飯
野
河
岸•

斗
合
田
河
岸•

大
久
保
河
岸•

飯
積
河
岸•

千
津
井
河
岸-

赤
岩
河
岸
の
渡
船
は
須
永
造 

船
所
で
作
っ
た
も
の
、
昔
は
千
津
井
、
江
口
、
梅
原
河
岸
の
渡
船
は
埼
玉
県
中
条
の
船
大
工
が
作
っ
た
も 

の
で
あ
る
。

田
船 

八
千
円
〜
二
万
円
也 

工
程 

I

人
〜
八
人
手
間

船
板
は
八
分(

二•

四
cm)

船
釘
を
使
用
す
る
。
種
類
は
六
種
類

人
用
…
…
三
尺
、
三
尺
五
寸 

四
尺
、
四
尺
五
寸
船
板
は
五
分
板
が
多
い
。
 

馬
用
…
…
五
尺
、
六
尺
、
船
板
は
八
分
板

原図20

屋形船観光船



昭
和
三
十
年
代
は
湿
田
が
多
く
耕
地
整
理
作
業
が
進
ま
な
か
っ
た
た
め
田
船
の
需
用 

が
多
く I

年
に
七
〇
叟
は
売
れ
た
。

田

船(

六
尺X

三
尺
五
寸)

が|

人
でI

叟
あ
げ
ら
れ
な
い
とI

人
前
の
船
大
工
と 

は
言
わ
れ
な
い
。

沼
地
の
舟
の
造
舟
心
得

日
向
舟(

多
々
良
沼)

箱
船
の
形
を
し
冬
氷
を
割
っ
て
ハ
ズ
漁
を
す
る
よ
ぅ
に
横
底
側
に
帯
が
つ
け
ら
れ
て 

い
る
。
今
は
栃
木
県
下
都
賀
郡
新
波
の
舟
大
工
が
作
っ
て
い
る
。

城
沼
舟

巾
を
広
目
に
作
る
。
城
沼
は
水
が
死
ん
で
い
て
、
水
が
重
い
の
で
舟
の
進
み
が
お
そ 

い
。
主
と
し
て
魚
具(

ゥ
ケ.

シ
バ
等)

や
ノ
ロ
を
取
っ
て
畑
の
肥
料
と
し
て
入
れ
る
。
 

深
い
の
で
棹
は
使
わ
な
い
で
ヵ
ィ
を
使
ぅ
。

三
林
舟(

近
藤
沼)

城
沼
と
板
倉
舟
の
中
間
で
特
徴
は
薄
い
。

板
倉
舟

先
端
と
後
尾
が
や
や
反
り
あ
が
っ
て
い
る
よ
ぅ
に
造
る
。
板
倉
地
方
は
真
菰
や
藻
類
が
多
い
と
こ
ろ
で
魚
を
取
っ
た
り
、
肥
料
に
す
る
藻
を
取
っ
た
り
す
る 

と
き
に
滑
り
が
よ
い
よ
ぅ
に
前
後
へ
進
め
易
く
造
っ
て
あ
る
。

原図21田舟の工法
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利
根
川
の
漁
舟
は
魚
の
よ
ぅ
に
細
身
に
ス
マ
—
卜
に
丈
夫
に
作
る
。
渡
良
瀬
川
の
漁
舟
は
揚
舟
よ
り
や
や
細
身
に
、
丈
夫
に
作
る
。

造
船
の
具
体
的
事
例

荒
川
、
長
瀞
の
観
光
和
船
新
造

I
、

船
の
原
材
料
の
選
定

I

地
元
の
杉(

神
社
か
屋
敷
森
の
杉
の
大
木)

で
樹
令
二
〇
〇
年
〜
三
〇
〇
年
の
目
通
り
六
尺 

(
I  

.

八
〇
メ
ー
ト
ル)

〜

八

尺(

二.

四
〇
メ
ー
ト
ル)

く 

ら
の
も
の
を
直
接
自
分
が
確
か
め
て
買
っ
て
製
材
に
し
、
芯
の
部
分
の
赤
味
の
堅
い
部
分
を
使
い
外
輪
部
の
白
味
の
あ
る
柔
い
部
分
は
腐
触
し
易
い
の
で
使 

用
し
な
い
。

現
在
は
神
社
森
や
屋
敷
森
も
少
な
く
な
っ
た
の
で
地
元
の
板
倉
町
大
高
島
字
高
鳥
山
口
木
材
店
や
、
栃
木
方
面
か
ら
入
手
しI

年
〜
二
年
は
原
材
料
は
ね
せ 

て
お
い
て
枯
ら
し
て
か
ら
使
用
す
る
。
そ
ぅ
し
な
い
と
船
が
く
る
っ
て
し
ま
っ
て
造
作
し
に
く
い
。
板
の
厚
み
は一

寸
(

三
セ
ン
チ)

、
巾

I  

尺
三
寸
〜

I  

尺 

五

寸(

三
九
〜
四
五
セ
ン
チ)

。



二
、
底
部
の
組
み
合
せ
と
船
形
と
り

原図22原木の木取り(杉)

味白

味赤

面断

板ひき

味

味

味

白

赤

白

板の厚さ1寸センチ)



内側は斜めに切る

全
長8

三
、
舟
底
の
型
ど
り



四
、
川
下
り
観
光
船
見
取
図

(m)

I——1.41 1.75 2. 38 2. 38 1.47―〇. 43-|

(横面見取図)

(平面見取図)

卜-1.00——】
H. 20-ィ

(断面図)

I一-1.10 ——1



五
、
舟
大
工
道
具

舟大i道Rの種類

鍔(ツバ)ノミ 鋸の種類

鐽(カスガイ.)

.舟の底板をとる時

に2つの原木をつ

き合せの時に使う

鑽(タガネ)

船釘を打つ
時に使う。

ナン力

油つぼ

指し金

傾角指し金

母 釘

)①サンヤクギ 

細かい士こ5 
に使用する。

長さ8. 5 cm 
巾 0.6 〜o.8cm

③サッパクギ
舟底ふ横板を

つぎ合せる

長さ10 cm

巾1〜1.2cm

ギ
目 

咖 

ク

い

1.0 

シ

縫

ぐ

cm- 

卜

の

な

11
.8 

才
板
つ 

〇

横
を
さ

②
 

長
け

9

ヤ ッ ト コ
(卷はだつめ)

舟釘しめ

汽-通釘じめ

①

〜④
 

摺
り
合
せ
鋸

⑤

〜⑥

普

通

鋸

⑦
 

当
て
摺
り
鋸



根
岸
造
船

現
住
所 

板
會
町
大
字
板
倉
字
川
入
南
六
九
ー
ー
番
地

船
大
工
根
岸
徳
次
郎

昭
和
二
年I

月
三
十一

日
生

現

職

農

業

兼

業

舟

大

工

一

、 
技
術
習
得
に
関
す
る
職
歴

徳
次
郎
氏
は
邑
楽
郡
明
和
村
大
字
斗
合
田
五
五
五
番
地
、
父
船
大
工
須
永
政
吉
、
妻
て
つ
の
四
男
と
し
て
出
生
し
、
小
学
校
卒
業
後
父
と
共
に
船
大
工
の
仕 

事
を
手
伝
っ
た
。
兄
三
人
が
兵
隊
や
徴
用
で
と
ら
れ
た
た
め
、
昭
和
二
十
四
年
父
の
死
が
あ
り
、
そ
の
後
兄
の
孝
三
と
力
を
合
せ
て
ず
っ
と
船
造
り
を
や
っ
た
。
 

そ
し
て
昭
和
三
十
年
十
二
月
十
九
日
根
岸
林
蔵
、
き
ん
の
養
子
縁
組
を
し
長
女
タ
マ
江
と
結
婚
し
て
、
現
住
所
で
船
大
工
を
や
っ
て
い
る
。

造
船
経
歴
に
つ
い
て
は
兄
の
須
永
孝
三
と
大
体
同
じ
で
あ
る
た
め
省
略
を
す
る
。
た
だ
言
え
る
こ
と
は
船
大
工
と
し
て
名
人
と
言
わ
れ
る
父
須
永
政
吉
か
ら 

兄
弟
の
中
で
、I

番
長
期
間
仕
事
を
習
っ
た
た
め
造
船
技
術
を
忠
実
に
伝
承
し
て
い
る
よ
ぅ
で
あ
る
。

二
、 
造
船
の
心
得

板

倉 

船 

魚
捕
り
舟
専
用
で
棹
で
漕
ぎ
舟
は
軽
く
で
き
て
い
る
。
舟
の
形
は
ハ
ヤ
に
似
せ
て
造
る
。
長
さ
三
間
半(

六
•

三
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
二
尺
五 

寸
〜
六
寸(

〇
•

七
五
〜
〇•

七
八
メ
ー
ト
ル)

深
さ
八
寸(

〇
•

二
四
メ
ー
ト
ル)

城 

沼 

舟 

魚
捕
り
を
し
な
が
ら
沼
の
泥
を
吸
み
取
り
畑
へ
持
っ
て
行
っ
て
肥
料
に
し
た
。
舟
の
形
は
鯉
の
よ
ぅ
に
頭
を
大
き
く
胴
太
に
作
る
。
長
さ
三 

間

半(

六
•

三
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
二
尺
六
寸
〜
八
寸(

〇
•

七
八
〜
〇.

八
四
メ
ー
ト
ル)

深
さ
九
寸
〜
一
尺(

〇
•

二
七
〜
〇•

三
〇
メ



丨
ト
ル)

日

向

舟 

魚
捕
り
を
す
る
舟
で
反
り
が
な
く
底
部
へ
帯
板
を
張
り
氷
を
割
っ
て
ハ
ズ
さ
し
を
す
る
に
便
に
造
る
。
長
さ
三
間
半
〜
三
間(

六
•

三
〇
〜 

五.

四
〇
メ
—
ト
ル)

巾
二
寸
五
寸(

〇
、
七
五
メ
—
ト
ル)

深
さ
九
寸(

〇
•

二
七
メ
—
ト
ル)

近

藤

舟
 

日
向
舟
と
同
じ
舟
形
の
た
め
省
略(

記
憶
違
い
の
よ
ぅ
で
あ
る
。)

赤
麻
沼
舟 

真
！孤
や
葦
野
の
と
こ
ろ
を
漕
ぐ
た
め
丸
み
を
つ
け
舟
首
と
舟
尾
を
少 

し
高
く
し
て
造
る
。
長
さ
三
間
半(

六
•

三
〇
メ 
—
ト
ル)

巾
三
尺' 

八
寸
〜
九
寸(

〇
.

八
四
〜
〇•

八
七
メ 
—
ト
ル)

深

さI

尺
二
寸 

〜

三

寸(

〇
•

三
六
〜
〇•

三
九
メ
ー
ト
ル)

揚 

舟 

長
さ
三
間
半(

六
•

三
〇
メ 
—
ト
ル)

巾
三
尺
〜
三
尺
三
寸(

〇
.

九
〇
〜
〇.

九
九
メ
—
ト
ル)

馬
舟
三
尺
五
寸(

I
,

ニ
メ
—
ト
ル)

深

さI

尺I

寸
〜
三
寸(

〇
.

三
三
〜
〇.

三
九
メ
ー
ト
ル)

I

尺 

三

寸(

〇
•

三
九
メ 
—
ト
ル)

利
根
川
舟 

長
さ
五
間
半
〜
六
間(

九•

九
〇
〜

|  

〇 •

八
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
五
尺
〜
五
尺
五
寸(

一
.

五
〇
〜

|  
.

六
五
メ 
—
ト
ル)

深

さI

尺
五
寸 

(

〇

・
四
五
メ
—
ト
ル)

屋

形

船
 

長
さ
五
間
半
〜
六
間(

九•

九
〇
〜

|  

〇 •

八
〇
メ
ー
ト
ル)

巾
五
尺
五
寸
〜
六
尺(

一

•

六
五
〜
一.

八
〇
メ
ー
ト
ル)

深

さ

一

尺
五
寸 

(
〇

 •

四
五
メ 
—
ト
ル)

®

赤

麻

舟



三
、
板
張
の
工
法

備 考

① 揚舟、川舟等ごく一般的な舟の造船工法である。

② 屋形船、観光船等のやや大きな船の造船工法である。

⑧ 高瀬舟、房丁、部賀舟等の大型船の造船工法である。

①一般の工法②積みはぎ工法

③ヨロイ張工法
(中型船)

®ョょィ置り鋩



㈡

各
種
和
船
の
実
測
図

①

渡

良

瀬

川

渡

舟(

板
倉
町
大
字
西
川
北
原
河
岸)

(横 面 図)

(断面図)

全長 8. 55 メート.ノレ 

外巾 1.60 メートル 

内巾 1.43 メートル 

深さ 0. 34 メートル 

底板 5枚張り 

原材地元杉赤味 

厚さ 0.03 メ,ートル 
(1寸板)

(平®^(図-)



(註)

この舟の特色は冬季に氷 

を舟のコベリで砕き「ハズ 

漁」といって鮒や鯉を捕る 

ために使用する。

全長 8. 55 メートル 

外巾 0. 87 メートル 

内巾 0. 76 メートル

原材地元杉の赤味 

板厚1寸板(0.03 メートル) 
3枚はぎ

①日向舟(多々良沼)

舟

日
向
舟(

多
々
良
沼)

全

長

八
.

五
五
メ
ー
ト
ル

外

巾

〇
•

八
ニ
メ
ー
ト
ル

内

巾

〇
•

七
六
メ
ー
ト
ル

先

巾

〇
•

四
六
メ
ー
ト
ル

後

巾

〇
.

五
〇
メ
ー
ト
ル

深

さ

〇
•

三
ニ
メ
ー
ト
ル

注 

主
と
し
て
冬
季
の
ス
ズ
漁
の
時
に
沼
一
面
に
張
っ
た
薄
氷
を
砕
く
た
め
の
特
種
な
舟
の
造
り
で
あ
る
。



②三林舟(近藤沼)

巾(内巾)

全長 4. 30 メートノレ

巾 1.00 メー レ

内巾 〇. 799 メートル

深さ 〇. 28 メートル

原材地元杉
の赤味

板厚1寸板
3枚はぎ

舟大工明和材斗合田247
砂賀高市作

近

藤

舟(

三
林
舟)

全
長 

四•

三
〇
メ
ー
ト
ル 

内
巾 

〇
•

七
九
メ
ー
ト
ル 

巾 

I

•

〇
〇
メ
—
ト
ル 

深
さ 

〇
•

二
八
メ
ー
ト
ル 

三
枚
底
板
継
ぎ

船
大
工 

明
和
村
斗
合
田
二
四
七
番
地 

砂
賀
新
次
郎•

高
市
の
作



(横面以取図)
----------------------- 1.38---------------------- 1

①汽通揚舟 巾

(断面図)

⑧

水
害
用
揚
舟

全

長

六
•

二
八
メ
ー
ト
ル

巾 

一

•

〇
ニ
メ
ー
ト
ル

深
さ 

〇

•

三
ニ
メ
ー
ト
ル

底
板
三
枚
継
ぎ

馬

舟全

長

六
•

三
ー
メ
ー
ト
ル

巾 

一
 
•

三
四
メ
丨
ト
ル

内
巾 

-
•

〇
〇
メ 
—
ト
ル

深

さ

〇
.

二
四
メ
ー
ト
ル

底
板
四
枚
〜
五
枚
継
ぎ

(横面从取図)

------------- 1.02-------------------

(断而図)

②馬用揚舟



四
、
洪
水
常
習
圏
の
舟
と
生
活

水
害
地
住
民
の
生
活
の
知
恵

昭
和
二
十
二
年
ま
で
は
三
年
にI

度
は
洪
水
が
あ
り
、
水
害
に
悩
ま
さ
れ
た
邑
楽
郡
地
方
、
と
り
わ
け
板
倉
町
周
辺
で
は
水
と
の
長
い
斗
い
の
歴
史
の
中
で
生 

命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
種
々
の
工
夫
を
し
て
い
る
。

「
水
塚•

揚
舟
」
も
そ
の 

一  

例
で
あ
る
。

水
塚 

…
…
水
害
か
ら
人
命•

家
畜•

財
産•

食
糧
等
を
守
る
た
め
に
、
家
敷
の
庭
よ
り
三
〜
五
メ 
—
ト
ル
の
土
盛
り
を
し
た
上
に
納
屋
ま
た
は
土
蔵
を 

作
る
。
母
屋
の
二
階
の
床
の
高
さ
と
、
水
塚
の
天
場
の
高
さ
は
同
じ
で
あ
り
、
谷
田
川
堤
防
の
高
さ
と
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

水
害
時
に
堤
防
の
高
さ
と
水
塚
の
土
盛
の
高
さ
を
水
盛
り
し
て
お
き
、
こ
れ
を
壁
へ
印
を
し
て
お
い
て
水
が
引
い
た
時
に
そ
の
高
さ
ま
で
土
盛
り
を
す
る
の
が 

I  76

|

般
的
で
あ
る
。
 

一
 

水
塚
は
普
通一

階
に
は
麦
を
下
段
に
積
み
、
水
が
来
な
い
高
さ
ま
で
積
む
と
米
俵
を
そ
の
上
に
積
む
。
こ
の
こ
と
は
麦
は一

旦
水
中
に
浸
っ
て
も
水
が
引
い

て
か
ら
乾
燥
さ
せ
て
搗
く
と
普
通
に
食
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
と
反
対
に
米
は|

旦
水
に
浸
る
と
後
で
乾
す
と
胴
割
れ
米
と
な
り
、
悪
臭
を
は
な
し
て
食
べ
ら
れ
な 

い
か
ら
で
あ
る
。

味
曽
、
醤
油
は
遊
び
縄
で
樽
の
首
の
部
分
を
柱
に
縛
り
つ
け
て
お
く
と
、
洪
水
に
な
る
と
浮
力
で
浮
く
が
他
所
に
流
れ
て
行
か
な
い
。
水
が
退
く
時
に
縄
を 

引
く
と
元
の
位
置
に
戻
る
の
で
子
供
で
も
容
易
に
で
き
る
。

二
階
の
部
分
は
家
族
や
近
所
の
水
塚
の
な
い
人
々
が
避
難
す
る
。
衣
類
や
炊
事
道
具
、
大
切
な
家
具
等
で
あ
る
。

水
塚
の
天
場
に
は
家
畜
の
牛
馬
を
繋
ぐ
、
牛
馬
は
水
中
に
一
日
入
っ
て
い
る
と
爪
が
ふ
や
け
て
し
ま
い
重
い
体
重
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
倒
れ
る
の
で 

必
ず
生
木
へ
縛
り
つ
け
て
水
の
退
く
の
を
ま
つ
。

水
塚
の
現
存
数
は
板
倉
町
の
場
合
は
四
二
九
ケ
所(

全
体
の 

ニ
ニ̂
)



旧
西
谷
田1

1
1

四 

旧
海
老
瀬
八
三

旧
大
箇
野
一
四
七
旧
伊
奈
良
七
五

揚
舟
の
現
存
数
九1

1

一
戸 

一

〇
ー
ニ
艘(

全
体
の
三
一•

四̂
)

旧
西
谷
田
二
四
五
艘 

旧
海
老
瀬I

九
六
艘

旧
大
箇
野
ニ
ニ
六
艘 

旧
伊
奈
良
三
四
五
艘

注一  

般
的
な
農
家
の
習
俗
と
し
て
は 

一  

年
分
の
米
を
備
蓄
し
水
害
時
に
備
え
て
い
る
。
現
在
の
よ
ぅ
に
上
流
に
ダ
ム
が
で
き
水
害
の
心
配
も
な
く
な
っ
て
も
古 

老
の
い
る
家
で
は
年
越
し
の
米
を
食
べ
て
い
る
。

揚

舟

水
害
時
に
人
命
や
家
畜
、
穀
物
等
を
避
難
小
屋
で
あ
る
水
塚
へ
運
ん
だ
り
、
高
台
へ
運
ん
だ
り
、
親
戚
へ
水
見
舞
に
行
っ
た
り
、
水
中
の
稲
を
船
刈
り
に
し 

た
り
す
る
。
揚
舟
に
は
大
別
す
る
と
二
種
類
あ
り
、
小
型
な
も
の
は
避
難
や
人
命
救
助
、
連
絡
等
に
、大
型
の
も
の
は
馬
船
と
も
呼
び
牛
馬
や
穀
類
を
水
塚
や
高 

台
へ
運
ぶ
の
が 

一  

般
的
で
あ
る
。
舟
の
形
は
前
項
で
記
し
た
の
で
省
略
す
る
。



堤防の髙さの変遷と水位

板倉町における水害に関する図

4 2 9ケ所15努(水尊麩)

A 〇18餿31.作(揚舟数;

利根川土手 
(2眯)

水害時の舟

3〜5米
15〜16米

(標SO

(富田08作成)

k•••.曳在の土手の裹さ

• •••士 X 〜aa It tin vfl -a

• • •.江戸〜明治©土手©覊さ



河
川
改
修
と
農
民
の
努
力

文
禄
四
年 

榊
原
康
政
よ
り
利
根
川
堤(

大
川
村
仙
石
〜
大
箇
野
村
下
五
ケ
ま
で
六
里
三
二
丁
五
〇
間
、
高
さ
二
間
〜
四
間)

渡
良
瀬
川
堤(

渡
良
瀬
村
傍 

示
塚
〜
海
老
瀬
村
間
、
四
里
九
丁
余
、
高
さ
二
間
〜
三
間)

S
 

こ
の
時
従
来
の
渡
良
瀬
川(

大
曲
、
大
荷
場
、
離)

の
流
路
を
西
岡
、
除
川
、
離
、
海
老
瀬
を
経
て
流
れ
る
よ
ぅ
に
変
更
し
た
。

元
和
七
年
河
川
改
修
の
た
め
利
根
川
を
島
地
先
よ
り
栗
橋
ま
で
新
川
を
堀
り
利
根
川
の
流
路
を
変
え
る
。

寛
保
三
年 

幕
府
利
根
川
の
根
本
的
改
修
工
事
を
開
始

大
正
十
年
内
務
省
が
工
費
七
五
〇
万
円
を
費
し
て
、
除
川
地
先
よ
り
藤
岡
町
ま
で
新
川
を
掘
り
直
接
赤
沼
を
経
て
古
河
に
流
路
を
変
更
す
る
。

関
東
大
風
水
害
ヵ
ス
リ
ン
台
風
時
の
被
害

昭
和
二
十
二
年
九
月
十
三
日
〜
十
五
日
ま
で
豪
雨
に
よ
り
、
利
根
、
渡
良
瀬
の
両
河
川
増
水
の
た
め
氾
濫
し
、
十
五
日
午
後
十
一 

時
三
〇
分
、
海
老
瀬
字
北 

道
祖
神
地
先
堤
よ
り
越
水
し
八
十
メ
ー
ト
ル
決
潰
、
同
日
午
後
十
一 

時
五
〇
分
同
村
本
郷
地
先
堤
よ
り
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
決
潰
し
、
泥
水
は
館
林
市
ま
で
達
し 

約
四
〇
日
間
濁
水
停
滞
し
農
作
物
皆
無
。

流
失
家
屋
二
十
五
戸
、
住
宅
以
外
の
家
屋
十
八
棟
、
全
潰
家
屋
三
十
四
棟
、
半
潰
家
屋
十
六
棟
、
冠
水
反
別
、
稲

一  

I

ニ
ー
町
歩
、
荒
廃
田
畑
三
十
町
歩 

(

土
砂
の
堆
積
又
は
流
失)

、
床
上
浸
水
五
四
三
戸
、
床
下
浸
水
二
六
六
戸
、
死
亡
男I

人
、
女
三
人
計
四
名
、
重
軽
傷
者
五
十
余
名
、
東
武
日
光
線
流
さ
れ 

る
(

堤
防
よ
り
約
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た)

。

注 

水
害
時
に
は
水
の
で
な
い
部
落
で
は
、
水
害
の
あ
っ
た
部
落
の
親
戚
縁
者
に
水
を
一
斗
樽
に
入
れ
て
水
見
舞
を
舟
で
持
っ
て
い
く
の
が
習
慣
で
あ
る
。



㈡

水
塚
と
揚
舟
の
分
布
図 

板
倉
町
の
事
例

水塚と揚舟の数 总 -

旧西谷田村124 245 

旧海老瀬村 83196

旧大箇野村147 226

旧伊奈良村 75 345



㈢

水
塚
と
揚
舟
の
あ
る
邑
楽•

館
林
地
方

水塚と揚舟のある

㈣

田
舟
の
あ
る
板
倉
と
邑
楽•

館
林
地
方

今 田舟のある地域



五
、
利
根
川
中
流
河
岸
の
変
遷

㈠
 

邑
楽•

館
林
地
方
の
橋
梁•

渡
舟
場•

河
岸
一
覧
図
——

(

明
治•

大
正
初
期)

邑楽•館林地方の橋梁渡舟 

船橋分布図

一明治•大正初期頃一

•……渡舟場

«……船橋

®……現冇町村役場



利
根
川
水
系

1
 

仙
石
の
渡
し(

大
川
村
仙
石
—
善
ケ
島
村
善
ケ
島)

2

古
海
の
渡
し(

大
川
村
古
河
—
大
野
村)

3

舞
木
の
渡
し(

永
楽
村
舞
木
—
葛
和
田
村
葛
和
田)

4

赤
岩
の
渡
し(

永
楽
村
赤
岩
—
葛
和
田
村
葛
和
田)

5

瀬
戸
井
の
渡
じ(

富
永
村
瀬
戸
井
—
酒
巻
村
酒
巻)

6
 

上
五
箇
の
渡
し(

富
永
村
上
五
箇
—
下
中
条
村)

7

中
森
の
渡
し(

富
永
村
上
中
森
、
下
中
森
—
須
賀
村
須
賀)

8

川
俣
の
船
橋(

佐
貫
村
川
俣
—
上
新
郷
村
別
所)

9
 

梅
原
上
の
渡
し(

梅
島
村
梅
原
—
上
川
俣
村)

10
梅
原
下
の
渡
し(

梅
島
村
梅
原
—
本
川
俣
村)

11
江
口
の
渡
し(

千
江
田
村
江
口
—
川
俣
村
稲
子)

12
千
津
井
上
の
渡
し(

千
江
田
村
千
津
井
—
井
泉
村
発
戸)

千
津
井
下
の
渡
し(

千
江
田
村
千
津
井
—
村
君
村
上
村
君)

13
斗
合
田
の
渡
し(

千
江
田
村
斗
合
田
—
村
君
村
堤)

14
飯
野
の
渡
し(

大
箇
野
村
飯
野
—
名
村)

15
大
久
保
の
渡
し(

大
箇
野
村
大
久
保
—
大
越
村
前
田)

16
飯
積
の
渡
し(

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
利
島
村
飯
積
—
大
越
村
大
越)

17
佐
波
の
渡
し(

利
島
村
細
間
—
佐
波
村
佐
波)

18
栗
橋
の
舟
橋(

茨
城
県
猿
島
郡
新
郷
村
中
田
—
埼
玉
県
北
葛
飾
郡
栗
橋
町)



渡
良
瀬
川
水
系

19
上
早
川
田
舟
橋(

渡
瀬
村
上
早
川
田
—
栃
木
県
高
橋
村)

20
下
早
川
田
舟
橋(

渡
瀬
村
下
早
川
田
—
栃
木
県
船
津
川
村)

21
仲
ノ
渡
し(

大
島
村
正
儀
内
—
栃
木
県
船
津
川
村)

22
杉
の
渡
し(

大
島
村
北
大
島
—
栃
木
県
船
津
川
村
下
船
津
川)

ペ

23一

文

渡

し(

大
島
村
岡
里
—
栃
木
県
界
村
馬
門)

24
一
文
渡
し(

西
谷
田
村
西
岡
新
田I

栃
木
県
界
村
馬
門)

25
西
岡
の
渡
し(

西
谷
田
村
西
岡
—
栃
本
県
界
村
高
山)

26
地
原
の
渡
し(

西
谷
田
村
西
岡
北
原
—
栃
木
県
三
鴨
村
川
沼)

27
北
尾
の
渡
し(

西
谷
田
村
除
川
字
北
尾
—
栃
木
県
三
鴨
村
字
高
取) 

28
大
巻
の
渡
し(

西
谷
田
村
除
川
字
尾
崎
—
栃
木
県
底
谷
村)

29
離
の
渡
し(

西
谷
田
村
離
—
栃
木
県
藤
岡
町
高
間)

30
海
老
瀬
の
船
橋(

海
老
瀬
村
本
郷
—
同
村
北
海
老
瀬)

31
間
ノ
川
の
渡
し(

海
老
瀬
村
通
り
—
埼
玉
県
川
辺
村
柳
生)

32
柏
戸
の
渡
し(

埼
玉
県
川
辺
村
柏
戸
—
栃
木
県
谷
中
村
下
宮)

33
古
河
の
船
橋(

埼
玉
県
川
辺
村
向
古
河
—
茨
城
県
古
河
町)

谷
田
川
水
系

34
藤
ノ
木
の
渡
し(

伊
奈
良
村
板
倉
字
稲
荷
木
—
大
箇
野
村
飯
野
字
岡)



㈡
 

国
内
通
運
株
式
会
社 

蒸

汽
船
「
通
運
丸
」
の
航
路
と
船
着
場

1
 

妻

沼
 

埼
玉
県
旛
羅
郡
妻
沼
村
妻
沼

2

赤
岩
群
馬
県
邑
楽
郡
永
楽
村
赤
岩

3

別
所
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
上
新
郷
村
別
所 

4

川
俣
群
馬
県
邑
楽
郡
佐
貫
村
川
俣
宿

5

長
宮
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
川
俣
村
長
宮

6
 

斗
合
田
群
馬
県
邑
楽
郡
千
江
田
村
斗
合
田 

7

大
越
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
大
越
村
大
越

8

飯
積
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
利
島
村
飯
積

9

栗
橋
埼
玉
県
北
葛
飾
郡
栗
橋
町

10
北
猿
田 

栃
木
県
足
利
郡
北
猿
田
村

11
早
川
田 

群
馬
県
邑
楽
郡
渡
瀬
村
下
早
川
田 

12
笹
良
橋 

栃
木
県
下
都
賀
郡
三
鴨
村
都
賀

13
高 

取 

栃
木
県
下
都
賀
郡
三
鴨
村
甲

14
藤
岡
栃
木
県
下
都
賀
郡
藤
岡
町
底
谷

15
海
老
瀬
群
馬
県
邑
楽
郡
海
老
瀬
村
本
郷

16
古
河
茨
城
県
猿
島
郡
古
河
町

17
新
波
栃
木
県
下
都
賀
郡
部
屋
村
新
波

18
乙
女
栃
木
県
下
都
賀
郡
間
々
田
町
乙
女

•……蒸汽船「通運丸」の航路

■……貨物取扱所

〇……現市町村役場



㈢

現
存
す
る
渡
舟
場

1

赤
岩
渡
し(

群
馬
県
邑
楽
郡
千
代
田
村
赤
岩
—
埼
玉
県
妻
沼
町
葛
和 

田)

県
営

2

千
津
井
渡
し(

群
馬
県
邑
楽
郡
明
和
村
千
津
井
—
埼
玉
県
羽
生
市
発 

戸)

県
営

3

西
岡
渡
し(

群
馬
県
邑
楽
郡
板
倉
町
西
岡
—
栃
木
県
佐
野
市
高
山) 

<

宮

田

茂>

現在運航されている渡舟

一利根川•渡良瀬川一

•.....渡舟場



〇

資

料

写

真
 

<

 
宮

田

茂>

(1)

独木舟秋田県男鹿市戸賀湾

(2)

独木舟後尾の木取り凹字形

(3)

高瀬船の風景

(4)

高瀬舟の模型 栃木県藤岡町高取

小曽根氏蔵



5

高
瀬
舟
の
模
型
野
田
市野

田
醤
油
記
念
館

(6)

内国通運昧式会社

蒸汽船通運丸

(7)

砂賀造船所砂賀孝三氏(左)

〃良夫氏(右)

(8)

根岸造舟根岸徳次郎氏



(9)

舟の横板の摺り合せ (砂賀造船所)

(10)

オトシ船釘締め(砂賀造船所)

(11)

観光船一荒川の川下り船一

(砂賀造船)

(12)

同 上



(13)

観光船の頭部(砂賀造船所)

(14)

観光船の後部 (砂賀造船所)

(15)

船大工の工具 (砂賀造船所) 

(16)

船大工の工具 (砂賀造船所) 



(17)

船大工の工具 (砂賀造船所)

(18)

船大工の工具(砂賀造船所)

(19)

前方の大舟 馬用渡舟

左の中舟 後部の二叟

人用渡舟 砂利取舟

(20)

渡良瀬川の渡舟

板倉町除川花蔵院



(21)

護岸工事をする作業船 (利根川)

(22)

護岸工事をする作業船 (利根川)

(23)

谷田川の漁舟(ハヤの形)

板食町板倉藤之木地内

(24)

板倉沼の舟は竹桿で漕ぐ



(25)

多々良沼舟(日向舟、箱舟)

(26)

多々良沼舟(同 上)

竹桿で漕ぐ

(27)

城沼の漁舟

(28)

城沼の舟はカヒで漕ぐ



(29)

渡良瀬川の房r船

茨城県古河市 三国橋下にて

(30)

渡良瀬川の漁舟三国橋下

(31)

水害用の揚舟

板食町籾谷字浮戸 川田栄宅

(32)

水塚風景板倉町板倉字稲荷木



(33)

湿田の稲束の稲架かけ

板倉町除川地区

(34)

湿田で田舟を利用しての稲刈り風景

板倉町除川地区

(35)

洪水時に救助活動をする揚舟

(昭和22年の大洪水時)

(36)

洪水の時は釜で湯を沸し揚舟の内側に 

柄杓で湯をかけると漏水止となる。

主婦の役割である。



舟大工と川舟
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