
　
江
戸
時
代
の
北
上
川
舟し

ゅ
う
う
ん
運
は
、
主
に
年

貢
米
を
大
量
に
輸
送
す
る
目
的
で
、
藩
が

主
体
と
な
り
組
織
的
に
展
開
さ
れ
た
。
そ

の
輸
送
体
制
に
あ
っ
て
、
米
を
小
型
船
か

ら
大
型
船
に
積
み
替
え
る
中
継
港
と
し
て

栄
え
た
の
が
黒
沢
尻
川か

し岸
で
あ
る
。
明
治

時
代
に
な
る
と
、
北
上
川
舟
運
と
黒
沢
尻

川
岸
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
回

は
、
そ
の
様
相
を
概
観
し
た
う
え
で
、
航

路
維
持
を
目
的
に
造
ら
れ
た
黒
沢
尻
川
岸

と
立
花
の
沈

ち
ん
し
ょ
う床
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た

い
。

　
明
治
に
な
る
と
、
江
戸
時
代
に
行
わ
れ

て
い
た
物
資
の
移
出
入
制
限
が
解
か
れ
、

商
船
の
往
来
が
活
発
に
な
っ
た
。
そ
の
一

方
、
明
治
６(

１
８
７
３)

年
の
地
租
改
正

に
よ
り
税
が
金
納
化
さ
れ
る
と
、
公
的
な

北
上
川
の
流
れ
と
と
も
に
②
　
　
北
上
市
立
博
物
館

　
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
23
日
に
発
行
し
ま
す
。

展
勝
地
風
土
記

平
成
27
年
７
月
24
日

展
勝
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記
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準
備
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物
資
輸
送
の
必
要
性
は
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
同
年
６
月
に
は
、
県
所
有
の

艜ひ
ら
た
ぶ
ね
船
と
小お

ぐ

り

ぶ

ね

繰
船
が
、
船
頭
な
ど
に
安
く
払

い
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
の
北
上

川
舟
運
は
、
専
ら
商
荷
物
の
輸
送
手
段
と

し
て
展
開
し
て
い
く
。

　
明
治
初
期
の
黒
沢
尻
川
岸
で
は
、
江
戸

時
代
か
ら
の
八
重
樫
助
九
郎
や
阿
部
嘉
兵

衛
と
い
っ
た
回

※

船
問
屋
な
ど
が
運
漕
業
を

営
み
、
商
荷
物
の
輸
送
を
行
っ
て
い
る
。

明
治
17
年
、
県
が
河
岸
運
漕
取
扱
規
則
と

河
岸
取
扱
所
組
合
規
約
を
定
め
る
と
、
こ

う
し
た
個
人
に
よ
る
営
業
形
態
は
組
織
化

さ
れ
た
。
黒
沢
尻
川
岸
で
も
組
合
に
よ
る

運
漕
取
扱
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
黒
沢

尻
川
岸
は
、
自
由
売
買
と
な
っ
た
米
穀
を

は
じ
め
と
す
る
地
元
の
生
産
物
は
も
ち
ろ

ん
、
秋
田
か
ら
の
生
糸
や
西
和
賀
の
鉱
物

を
出
荷
す
る
拠
点
と
し
て
も
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
た
。
明
治
15
年
の
平
和
街
道

開
通
は
、
そ
の
位
置
付
け
を
よ
り
大
き
な

も
の
に
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
明
治
23
年
11
月
、
東
北
本
線

が
盛
岡
ま
で
開
通
す
る
と
、
そ
の
様
相
は

一
変
す
る
。
鉄
道
の
利
便
性
は
舟
運
を
直

撃
し
、
黒
沢
尻
川
岸
の
運
漕
取
扱
所
は
同

年
に
廃
止
、
翌
24
年
に
は
３
度
の
大
火
に

見
舞
わ
れ
、
多
く
の
船
や
民
家
を
焼
失
し

て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
明
治
20
年
代
半

ば
、
北
上
川
舟
運
と
黒
沢
尻
川
岸
の
２
世

紀
半
に
わ
た
る
歴
史
は
幕
を
閉
じ
た
の
で

あ
る
。

は
じ
め
に

黒
沢
尻
川
岸
と
立
花
の
沈
床

　
と
こ
ろ
で
、
珊
瑚
橋
の
た
も
と
の
川
岸

側
に
は
、
沈
床
と
い
わ
れ
る
明
治
時
代
に

造
ら
れ
た
工
作
物
の
幹
部
が
３
基
復
元
さ

れ
て
い
る
。
沈
床
は
、
河
道
の
安
定
と
航

路
に
必
要
な
水
深
の
確
保
を
目
的
に
造
ら

れ
た
工
作
物
で
あ
り
、
次
ペ
ー
ジ
の
北
上

川
に
突
き
出
て
い
る
Ｔ
字
型
や
棒
状
の
も

の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
沈
床
は
、

盛
岡
・
石
巻
間
の
航
路
維
持
を
目
的
に
明

治
13
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
北
上
川
改
修
工

事
の
一
環
で
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
工
事

は
、
内
務
省
直
轄
の
国
営
工
事
と
し
て
行

わ
れ
、
当
時
で
は
最
新
の
西
洋
式
の
技
術

が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
黒
沢
尻
・
立
花
・

鬼
柳
の
工
区
の
工
事
は
明
治
19
年
に
は
じ

ま
り
、
川
岸
側
に
５
基
、
立
花
側
に
14

基
、
合
計
19
基
の
沈
床
が
設
置
さ
れ
て
い

る
。
県
内
に
設
置
さ
れ
た
工
作
物
だ
け
で

も
、
左
岸
、
右
岸
そ
れ
ぞ
れ
５
０
０
～
６

０
０
基
に
及
ぶ
と
い
う
。
そ
の
な
か
で
、

黒
沢
尻
川
岸
と
対
岸
の
立
花
に
合
計
19
基

も
の
沈
床
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
黒
沢
尻

川
岸
が
物
流
の
拠
点
と
し
て
、
明
治
時
代

も
重
要
視
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

　
立
花
側
14
基
の
長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
70

メ
ー
ト
ル
前
後
の
も
の
が
多
く
、
川
岸
側

５
基
の
長
さ
は
16
～
34
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で

あ
る
。
立
花
側
の
沈
床
に
よ
っ
て
、
川
岸

側
に
水
が
押
し
出
さ
れ
て
、
航
路
と
河
港

の
水
深
が
確
保
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
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明
治
時
代
の
舟
運
と
黒
沢
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岸

※回船問屋…船荷を取り次ぐ業者のことで、｢かいせんどいや｣と読みます。



お
わ
り
に

【左上】明治35(1902)～同37年製作の｢北上川河川台帳平面図｣(国土交通省
　　　　所蔵)に現在の河川基盤図を重ね合わせたもの。
【右上】平成23年撮影の航空写真に｢北上川河川台帳平面図｣の北上川と沈
　　　　床部分を重ね合わせたもの。立花側中央付近以降の沈床が、陸地
　　　　化により埋没していることがわかる。
【  下  】宝暦２(1752)年の｢北上川絵図(模写)｣(市立中央図書館所蔵)。立花
　　　　側３カ所に｢わく｣(枠)と記された工作物が描かれており、江戸時
　　　　代中期にも、当時の技術で航路確保に努めていたことがわかる。

桜
並
木

和賀川

珊瑚橋

一
方
、
川
岸
側
５
基
の
沈
床
は
、
立
花
側

か
ら
押
し
寄
せ
る
水
に
よ
っ
て
、
岸
辺
が

深
く
え
ぐ
ら
れ
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
立
花
側
の
特

に
中
央
付
近
以
降
の
沈
床
が
、
現
在
ほ
ぼ

埋
没
し
て
い
る
の
は(

上
の
写
真)

、
水
が

押
し
出
さ
れ
て
徐
々
に
陸
地
化
が
進
ん
だ

結
果
で
あ
り
、
沈
床
が
そ
の
役
割
を
果
た

し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

沈
床
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
沼
山
源
喜
治
氏

の｢

黒
沢
尻
川
岸
・
立
花
の
沈
床
に
つ
い

て｣(

『
北
上
史
談
』
43
号
、
平
16)

に
詳

述
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
も
こ
の
論
考
に
導

か
れ
て
い
る
。

　
江
戸
時
代
か
ら
の
人
々
の
念
願
だ
っ
た

安
全
な
航
路
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
も
束
の
間
、
東
北
本
線
の
開
通
に
象
徴

さ
れ
る
流
通
事
情
の
一
変
に
よ
っ
て
、
そ

の
恩
恵
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ご

く
短
期
間
で
あ
っ
た
。
近
代
化
の
流
れ

は
、
そ
れ
ほ
ど
急
速
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

北
上
川
は
そ
う
し
た
歴
史
を
呑
み
込
ん

で
、
今
日
も
悠
々
と
流
れ
て
い
る
。


