
 

　
北
上
川
の
流
れ
と
と
も
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文政11(1828)年の｢黒沢尻川岸絵図｣をもとに製作した模型。博
物館に常設展示中

は
じ
め
に

　
北
上
川
は
東
北
一
の
大
河
で
あ
る
。
古

来
よ
り
そ
の
流
れ
は
人
と
モ
ノ
を
結
ぶ
交

通
の
大
動
脈
と
な
っ
て
き
た
。
江
戸
時

代
、
現
在
の
桜
並
木
の
ち
ょ
う
ど
対
岸
に

は
、
南
部
藩
最
大
の
河
港｢

黒
沢
尻
川か

し岸｣

が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
米
俵
を
運
ぶ
人

や
馬
、
１
０
０
艘そ

う

近
く
の
川
船
が
往
来
す

る
活
気
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
光
景
が
広
が
っ

て
い
た
。
今
回
は
、
南
部
藩
の
北
上
川

舟し
ゅ
う
う
ん

運
と
黒
沢
尻
川
岸
の
歴
史
を
紹
介
し

て
み
た
い
。

北
上
川
舟
運
の
は
じ
ま
り

　
江
戸
時
代
は
全
国
各
地
で
河
川
交
通
が

発
達
し
た
時
代
で
あ
る
。
米
を
税
の
基
本

と
し
た
た
め
、
そ
の
輸
送
手
段
と
し
て
積

極
的
に
川
の
流
れ
が
利
用
さ
れ
た
。
ま

た
、
領
内
で
集
荷
し
た
米
を
、
よ
り
高
く

換
金
す
る
こ
と
が
藩
財
政
の
重
大
事
で

あ
っ
た
か
ら
、
物
価
の
高
い
大
都
市
と
地

方
と
を
結
ぶ
海
と
川
の
輸
送
網
が
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
。
江
戸
の
米
相
場
は
伊
達
藩

の
２
～
３
倍
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

　
北
上
川
流
域
に
は
、
南
部
・
伊
達
両
藩

の
穀
倉
地
帯
が
広
が
る
。
伊
達
藩
は
い

ち
早
く
河
口
周
辺
の
流
路
改
修
工
事(

１

６
２
３
～
２
６)

と
石
巻
港
の
整
備
を
行

い
、
江
戸
へ
向
か
う
海
運
と
の
結
節
点
を

盤
石
に
し
た
。
伊
達
藩
の
米
は
江
戸
に
出

回
る
米
の
３
分
の
２
を
占
め
た
と
も
伝
え

ら
れ
る
。

　
一
方
、
南
部
藩
が
本
格
的
に
北
上
川
舟

運
を
利
用
し
、
石
巻
か
ら
の
海
運
を
行
う

の
は
、
17
世
紀
中
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ま
で
は
宮
古
や
大
槌
な
ど
の
領
内
に
あ

る
三
陸
の
港
ま
で
米
を
陸
送
し
、
江
戸
へ

輸
送
し
て
い
た
。
北
上
山
地
を
越
え
る
陸

送
に
は
大
き
な
負
担
が
伴
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
南
部
と
伊
達
の
藩
境
確
定
は
、
江

戸
幕
府
成
立
か
ら
約
40
年
を
経
た
寛
永

18(

１
６
４
１)

年
。
盛
岡
・
石
巻
間
約
２

０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
４
分
の
３
は

伊
達
領
だ
。
藩
境
の
確
定
と
南
部
藩
に
よ

る
北
上
川
舟
運
の
は
じ
ま
り
に
は
少
な
か

ら
ぬ
因
果
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

北
上
川
舟
運
の
展
開

　
南
部
藩
の
北
上
川
流
域
に
は
、
御
城
下

の
盛
岡
を
起
点
と
し
て
、
郡
山(

現
紫
波

町)

、
花
巻
、
黒
沢
尻
の
４
カ
所
に
御お

く

ら蔵

と
港
が
あ
っ
た
。
当
初
、
御お

く

ら

ま

い

蔵
米
は
各
港

か
ら
石
巻
へ
直
接
輸
送
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
米
の
輸
送
量
が
増
加
す
る

と
、
黒
沢
尻
で
大
型
船
に
積
み
替
え
る
体

制
が
採
ら
れ
て
い
く
。
大
型
船
の
名
称
は

｢

艜ひ
ら
た
ぶ
ね船｣

、
全
長
約
19
メ
ー
ト
ル
、
最
大
幅

約
４
・
４
メ
ー
ト
ル
、
３
５
０
俵
積
み
の

船
で
あ
る
。
艜
船
は
黒
沢
尻
に
は
入
港
で

き
た
が
、
そ
れ
よ
り
上
流
部
で
は
浅
瀬
や

急
流
が
多
く
な
り
航
行
で
き
な
か
っ
た
。

　
展
勝
地
開
園
１
０
０
周
年
記
念
事
業
準
備
委
員
会
で
、
１
０
０
周
年
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し

て
、
よ
り
多
く
の
市
民
に
展
勝
地
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
展
勝
地
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
歴
史
的
な
こ
と
、
地
理
的
な
こ
と
、
自
然
環
境
の
こ
と
、
そ
し
て
、
展

勝
地
に
深
く
関
わ
っ
た
人
々
や
展
勝
地
を
題
材
に
し
た
美
術
・
文
芸
作
品
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し

て
い
き
ま
す
。
次
回
は
10
月
24
日
に
発
行
し
ま
す
。

北上川　小繰船・艜船行程図



し
た
が
っ
て
、
黒
沢
尻
よ
り
上
流
部
で
は

｢

小お

ぐ

り

ぶ

ね

繰
船｣

と
呼
ば
れ
る
全
長
約
15
・
４

メ
ー
ト
ル
、
最
大
幅
約
２
・
７
メ
ー
ト

ル
、
１
０
０
俵
積
み
の
小
型
船
が
用
い
ら

れ
た
。

　
17
世
紀
後
半
に
は
、
小
繰
船
で
上
流
部

の
御
蔵
米
を
黒
沢
尻
ま
で
運
び
、
艜
船
に

積
み
替
え
て
石
巻
に
運
ん
で
い
く
体
制

が
定
着
し
、
幕
末
ま
で
続
い
て
い
く
。

『
封ほ

う

な

い

こ

う

ぶ

き

内
貢
賦
記
』
と
い
う
記
録
に
は
、
天

和
２(

１
６
８
２)

年
、
南
部
藩
は
自
前
の

艜
船
を
45
艘
、
小
繰
船
を
19
艘
所
有
す
る

に
至
り｢

６
万
俵
ま
で
は
川
下
げ
よ
し(
石

巻
ま
で
輸
送
で
き
る)｣

と
記
さ
れ
て
い

る
。

　
そ
の
後
、
藩
所
有
の
艜
船
は
明
和
３

(

１
７
６
６)

年
以
降
55
艘
、
小
繰
船
は
同

年
34
艘
、
安
永
７(

１
７
７
８)

年
以
降
39

艘
で
定
着
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
船
は
、

管
理
・
補
修
ま
で
を
含
め
、
商
人
ら
が
預

か
り
、
そ
の
操
船
は
民
間
の
船
頭
や
乗
組

員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
艜
船
は
船
頭
１

人
と
乗
組
員
４
人
、
小
繰
船
は
船
頭
１
人

と
乗
組
員
３
人
が
操
船
に
あ
た
っ
た
。

　
米
の
輸
送
は
、
雪
解
け
水
が
出
る
こ
ろ

か
ら
夏
の
渇
水
期
前
ま
で
と
、
秋
か
ら
雪

が
降
る
前
ま
で
の
二
時
期
に
盛
ん
に
行
わ

れ
た
。
通
常
、
艜
船
は
４
艘
一
組
の
船
団

を
つ
く
り
出
港
す
る
。
水
量
が
足
り
な
い

と
き
な
ど
は
小
繰
船
も
つ
い
て
い
き
、

所
々
で
米
俵
を
積
み
替
え
て
艜
船
の
重
量

を
減
ら
し
て
い
た
。
木
造
の
和わ

せ

ん船
が
船
団

を
つ
く
り
次
々
出
港
し
て
い
く
光
景
は
、

２
世
紀
以
上
も
続
い
た
黒
沢
尻
川
岸
の
風

物
詩
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

黒
沢
尻
川
岸
の
発
展

　
物
資
通
過
に
か
か
る
伊
達
藩
と
の
折
衝

権
は
、
南
部
藩
第
二
の
政
治
都
市
・
花
巻

の
城

じ
ょ
う
だ
い
代
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代

を
通
じ
て
伊
達
領
内
を
輸
送
す
る
米
の

川か
わ
ど
お
し通
手
形
は
花
巻
城
代
か
ら
発
行
さ
れ

た
。

　
一
方
、
黒
沢
尻
川
岸
に
は
、
近
隣
の
村

か
ら
の
年
貢
米
だ
け
で
な
く
、
上
流
部
か

ら
運
ば
れ
た
米
も
一
時
的
に
保
管
す
る

大
き
な
御
蔵
や
、
船
の
輸
送
業
務
一
切

を
司
る
御お

ひ
ら
た
ど
こ
ろ

艜
所
、
造
船
や
修
繕
を
行
う

御お
ふ
ね
つ
く
ろ
い
ど
こ
ろ

船
繕
所
、
水
濡
れ
防
止
の
た
め
の
俵
を

保
管
す
る
上
俵
縄
蔵
な
ど
、
主
要
な
舟
運

関
連
施
設
が
整
備
さ
れ
、
機
能
し
て
い
っ

た
。
ま
た
、
早
い
段
階
か
ら
物
資
の
出
入

り
を
取
り
締
ま
る
川か

わ
ど
め留

番
所
が
設
置
さ
れ

た
。

　
さ
ら
に
黒
沢
尻
川
岸
は
、
寛
文
５(

１

６
６
５)

年
に
南
部
藩
か
ら
分

※

封
し
た
八

戸
藩
の
飛と
び
ち地(

現
紫
波
郡
の
一
部)

で
収
穫

し
た
米
を
輸
送
す
る
中
継
地
で
も
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
八
戸
藩
が
使
用
す
る

米
蔵
も
あ
り
、
同
藩
の
船
も
行
き
来
し
て

い
た
。

　
寛
政
11(

１
７
９
９)

年
に
は
、
参
勤
交

代
で
和
賀
川
と
胆
沢
川
を
渡
る
際
に
使
用

す
る
御お
め
し
ぶ
ね

召
船
の
保
管
施
設｢

御
召
船
御
小

屋｣

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
御
召
船
は
そ

れ
ま
で
ず
っ
と
盛
岡
の
港
で
保
管
さ
れ
て

い
た
。
余
談
で
は
あ
る
が
、
慶
長
16(

１

６
１
１)

年
、
南
部
藩
が
初
め
て
任
用
し

た
船
大
工
に
造
ら
せ
た
最
初
の
船
は
、
千

石
船
で
も
艜
船
で
も
な
く
、
和
賀
川
の
渡

し
船
で
あ
っ
た
。
陸
の
大
動
脈
で
あ
る
奥

州
街
道
に
目
を
向
け
る
と
、
奥
州
道
中
で

最
大
の
河
川
・
和
賀
川
の
存
在
が
あ
り
、

そ
の
渡
し
が
自
然
条
件
に
大
き
く
左
右
さ

れ
た
ゆ
え
に
黒
沢
尻
が
宿
場
町
と
し
て
栄

え
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
こ
で
も
川か
し
し
ゅ
う

岸
衆
が

一
役
買
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
気
付

か
さ
れ
る
。

　
今
回
は
米
の
輸
送
に
着
目
し
て
、
北
上

川
舟
運
と
黒
沢
尻
川
岸
の
発
展
を
見
て
き

た
が
、
黒
沢
尻
川
岸
で
は
、
領
内
で
採
れ

る
荒
銅
・
木
材
・
紅
花
な
ど
が
積
み
出
さ

れ
、
塩
・
木
綿
・
古
着
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
モ
ノ
が
移
入
し
て
き
た
。
名
実
と
も
に

多
く
の
物
資
を
扱
う
集
散
地
で
あ
り
、
南

部
藩
の
玄
関
口
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
に
な
る
と
、
税
の
金
納
化
に
よ

り
、
米
を
輸
送
す
る
必
然
性
が
失
わ
れ
、

藩
の
船
は
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
。
北

上
川
舟
運
に
よ
る
物
資
輸
送
は
し
ば
ら
く

続
い
た
が
、
明
治
23(

１
８
９
０)

年
に
東

北
本
線
が
盛
岡
ま
で
開
通
す
る
と
、
主
役

の
座
は
急
速
に
鉄
道
へ
と
移
行
し
て
い
っ

た
。

お
わ
り
に

　
春
光
が
ま
ぶ
し
い
日
、
人
と
車
の
喧
け
ん
そ
う騒

を
離
れ
て
男
山
に
登
っ
て
み
る
と
、
正
面

に
は
奥
羽
山
脈
の
パ
ノ
ラ
マ
、
眼
下
に
は

北
国
の
春
を
う
た
う
桜
並
木
が
広
が
る
。

悠
々
と
流
れ
る
北
上
川
に
は
ゆ
っ
く
り
と

渡
し
船
が
動
い
て
い
る
。
江
戸
時
代
を
生

き
た
人
々
も
、
行
き
交
う
船
を
眺
め
た
だ

ろ
う
か
。
展
勝
地
の｢

展｣

は
展
望
の｢

展｣

。

そ
の
一
角
に
あ
る
博
物
館
も
温
故
知
新
の

精
神
で
伸
び
ゆ
く
北
上
市
の
一
翼
を
担
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

昭
和
62
年
に
復
元
さ
れ
た
天
神
丸(

艜
船)

の

進
水
式
。
　
　
故
佐
々
木
享
二
氏
撮
影

※分封…ぶんぽう。封地を分けること

日本の主な河川の長さ

１位 信濃川 (中部) 367㎞

２位 利根川 (関東) 322㎞

３位 石狩川 (北海道) 268㎞

４位 天塩川 (北海道) 256㎞

５位 北上川 (東北) 249㎞

６位 阿武隈川 (東北) 239㎞

７位 最上川 (東北) 229㎞


