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・
長
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川
を
美
濃
国
に
た
ず
ね
て

 

／ 

鮎
之
瀬
大
橋

ト
ス
ラ
イ
の
紙
表「

清
流
・
長
良
川
を
美
濃
国
に
た
ず
ね
て
」
で
紹
介
す
る
鮎
之
瀬
大
橋

と
釣
り
人
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
す
。

P
C
の
ニ
ュ
ー
フ
ェ
イ
ス
た
ち

お
天
気
雑
記
帳

　
偏
西
風

北
か
ら
南
か
ら

#001
清
流
・
長
良
川
を

　
　美濃
国
に
た
ず
ね
て

千
三
百
年
つ
づ
く
幽
玄
な
原
風
景

　
　
　
　
　
　
　
　長良
川
鵜
飼

　
屋
形
船
で
の
宴
を
終
え
た
頃
、打
ち
上

げ
花
火
を
合
図
に
オ
レ
ン
ジ
色
の
灯
が
6

つ
、上
流
に
浮
か
び
上
が
っ
た
。篝
火
を
焚

い
た
鵜
舟
だ
。そ
れ
ぞ
れ
10
羽
の
鵜
を
従

え
て
ゆ
っ
く
り
下
っ
て
く
る
と
、目
の
前

で
鵜
飼
が
始
ま
っ
た
。

　
岐
阜
の
夏
の
風
物
詩
、長
良
川
鵜
飼
。飛

鳥
時
代
末
期
の
戸
籍
に
残
る
鵜
匠
の
一
家

出
身
と
見
ら
れ
る
女
性
に
関
す
る
記
述
を

由
来
と
し
、織
田
信
長
が
嫡
男
・信
忠
の
婚

儀
を
控
え
て
武
田
信
玄
の
使
者
に
も
披
露

し
た
と
伝
わ
る
古
典
漁
法
は
、毎
夜
の
ご
と

く
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。10
本
の
手
縄
を
巧
み

に
捌
き
、喉
元
に
溜
め
た
鮎
を
鵜
か
ら
吐
き

出
さ
せ
る
鵜
匠
の
妙
技
。闇
の
中
を
川
面
で

ゆ
ら
め
く
篝
火
。「
ホ
ウ
ホ
ウ
」と
響
く
鵜
匠

の
掛
け
声
。俳
人
・松
尾
芭
蕉
が
言
い
表
し

た
、そ
の
幽
玄
な
る
世
界
観
。

　
お
も
し
ろ
う
て

　
や
が
て
悲
し
き

　
鵜
舟
哉

（
松
尾
芭
蕉
）

　
長
良
川
で
行
わ
れ
る
も
う
一
つ
の
鵜
飼

が
関
市
の
小
瀬
鵜
飼
だ
。付
近
に
民
家
や

街
灯
な
ど
が
な
い
漆
黒
の
暗
闇
と
静
寂
の

中
に
浮
か
ぶ
3
人
の
鵜
匠
の
素
朴
な
姿
こ

そ
、よ
り
古
来
の
風
情
に
近
い
と
評
す
る

向
き
も
あ
る
。

　
小
瀬
鵜
飼
に
ほ
ど
近
い
鮎
之
瀬
大
橋
の

周
辺
に
は
鮎
の
友
釣
り
漁
場
も
あ
り
、愛

好
家
の
姿
が
絶
え
な
い
。鵜
飼
と
は
ま
た

違
っ
た
趣
の
あ
る
、長
良
川
の
原
風
景
だ
。
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A y u n o s e  o h a s h i
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#001 清流・長良川を美濃国にたずねて

と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
地
で
水
道
事
業
の
中
核
を
担
っ
た
功

労
者
に
安
部
源
三
郎
と
い
う
人
が
い
る
。
旧

内
務
省
か
ら
派
遣
さ
れ
た
技
師
で
、
昭
和
32

年
に
日
本
初
の
Ｐ
Ｃ（
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ

ン
ク
リ
ー
ト
）
タ
ン
ク
を
建
造
し
た
先
駆
者

で
も
あ
る
。
そ
の
タ
ン
ク
が
山
県
市
に
今
も

残
る
と
い
う
の
で
、
迷
わ
ず
訪
ね
る
こ
と
に
。

　
い
や
、実
際
は
少
し
道
に
迷
い
な
が
ら
、

目
印
と
聞
い
て
い
た
２
つ
の
鳥
居
を
よ
う

や
く
探
し
当
て
た
。直
径
６
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
、高
さ
は
３
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
だ
ろ
う
か
。

蔦
や
苔
に
覆
わ
れ
情
緒
が
あ
る
。電
柱
に

鳥
居
を
描
い
た
ら
立
ち
小
便
が
激
減
し

た
、と
い
う
有
名
な
実
証
実
験
が
あ
る
け

れ
ど
、日
本
人
の
心
に
は
鳥
居
を
崇
め
る

遺
伝
子
が
備
わ
っ
て
い
る
の
か
な
。こ
こ

で
も
な
ん
と
な
く
拝
ん
で
し
ま
う
。

　
長
良
川
に
沿
っ
て
岐
阜
市
へ
戻
ろ
う
。ま

だ
陽
は
十
分
高
い
。少
し
遠
回
り
を
し
て
鮎

之
瀬
大
橋（
P1
掲
載
）に
立
ち
寄
っ
た
。

　
シ
ン
プ
ル
な
真
一
文
字
の
シ
ル
エ
ッ
ト

が
美
し
い
P
C
箱
桁
橋
で
、小
さ
な
バ
ル

コ
ニ
ー
が
付
い
て
い
る
。足
下
に
は
ガ
ラ

ス
窓
。そ
こ
か
ら
長
良
川
の
川
面
を
覗
け

る
と
い
う
趣
向
だ
。ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
て

川
を
眺
め
て
い
る
と
、釣
り
に
興
じ
る
人

が
い
た
。鮎
釣
り
だ
ろ
う
か
。話
を
聞
い
て

み
た
く
な
り
川
岸
へ
降
り
る
と
、初
老
の
男

性
が
引
き
上
げ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。今

日
は
調
子
が
出
な
か
っ
た
ら
し
い
、難
し
い

顔
を
し
て
い
る
。ま
だ
水
温
が
低
く
て
ダ
メ

だ
、と
言
い
残
し
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

信
長
も
天
守
か
ら
望
ん
だ
長
良
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　岐阜
城

　抜け
る
よ
う
な
青
空
が
現
れ
た
ら
、日

本
一
の
清
流
へ
行
こ
う
と
決
め
て
い
た
。

今
年
の
梅
雨
は
例
年
よ
り
長
く
感
じ
ら
れ

て
、息
が
詰
ま
り
そ
う
だ
っ
た
の
だ
。

　その
日
は
突
然
や
っ
て
き
た
。岐
阜
駅

で
迎
え
て
く
れ
た
の
は
黄
金
に
輝
く
織
田

信
長
像
。右
手
に
種
子
島（
火
縄
銃
）、左
手

に
西
洋
兜
を
携
え
て
マ
ン
ト
を
羽
織
る
姿

を
じ
っ
と
見
上
げ
て
い
た
ら
、な
ん
だ
か

気
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
き
た
。閻
魔
大
王

の
よ
う
な
形
相
で
前
方
を
射
る
よ
う
に
見

据
え
る
姿
が
、頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
足
の

先
ま
で
、こ
れ
で
も
か
と
い
う
ほ
ど
ぴ
っ

か
ぴ
か
な
の
だ
。恐
る
べ
し
、信
長
公
。後

ろ
め
た
い
こ
と
は
何
も
な
い
け
れ
ど
、目

が
合
う
前
に
立
ち
去
ろ
う
。

　
「
岐
阜
」は
信
長
が
命
名
し
た
と
い
う
の

が
通
説
だ
。中
国
の
故
事
か
ら
、天
下
を
取

る
縁
起
の
い
い
地
名
を
選
ん
だ
と
さ
れ

る
。そ
し
て
、こ
こ
か
ら
本
格
的
に
天
下
統

一
に
乗
り
出
す
。

　
そ
の
拠
点
と
し
た
岐
阜
城
が
建
つ
金
華

山
に
登
る
と
、歴
史
フ
ァ
ン
垂
涎
の
ス

ポ
ッ
ト「
千
成
び
ょ
う
た
ん
発
祥
の
地
」が

あ
っ
た
。言
わ
ず
と
知
れ
た
豊
臣
秀
吉
の

シ
ン
ボ
ル
、ひ
ょ
う
た
ん
。こ
れ
を
馬
印
と

す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
岐
阜
城

（
旧
稲
葉
山
城
）攻
め
と
言
わ
れ
、秀
吉
は

腰
に
下
げ
て
い
た
ひ
ょ
う
た
ん
を
天
高
く

掲
げ
て
勝
ち
鬨
を
あ
げ
た
と
い
う
。そ
の

時
に
登
っ
た
と
さ
れ
る
天
狗
岩
を
拝
ん
で

か
ら
、再
び
山
頂
を
目
指
す
。

　
天
守
閣
か
ら
の
眺
め
は
見
晴
ら
し
が
よ

く
、眼
下
に
は
長
良
川
が
貫
い
て
い
る
。さ

あ
、下
山
だ
。今
回
の
テ
ー
マ
は
三
大
清
流

の
1
つ
、長
良
川
。豊
富
な
水
資
源
や
水
に

ま
つ
わ
る
名
所
を
求
め
、遡
上
す
る
鮎
の

ご
と
く
源
流
を
目
指
す
。 

お
い
し
く
て
安
全
な
水
源
を
誇
る

　
　
　
　
　
　
　長良
川
中
流
域

　長良
川
と
い
え
ば
鵜
飼
。鵜
飼
と
言
え

ば
鮎
。川
岸
の
料
理
宿「
鵜
匠
の
家 

す
ぎ

山
」で
鮎
尽
く
し
の
コ
ー
ス
料
理
を
堪
能

す
る
。年
魚
と
も
書
く
鮎
の
生
涯
は
わ
ず

か
1
年
で
、こ
の
時
期
は
ま
だ
若
い
。身
が

ふ
わ
っ
と
柔
ら
か
く
、骨
ま
で
食
べ
ら
れ

る
塩
焼
き
と
味
噌
仕
立
て
の
雑
炊
が
絶
品

だ
っ
た
。こ
れ
ぞ
天
然
鮎
の
醍
醐
味
と
グ

ル
メ
通
を
気
取
っ
て
み
る
。

　岐阜
市
は
知
る
人
ぞ
知
る
、水
道
水
が

お
い
し
い
都
市
だ
。そ
の
水
源
・
長
良
川
の

伏
流
水
は
塩
素
滅
菌
を
し
な
く
て
も
飲
め

る
ほ
ど
の
水
質
を
誇
る
と
い
う
。

　
そ
の
ル
ー
ツ
を
知
る
手
掛
か
り
は
金
華

山
の
麓
、鏡
岩
水
源
地
に
あ
っ
た
。赤
れ
ん

が
の
壁
づ
た
い
に
裏
手
へ
廻
る
と
、ヘ
ン

ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
の
童
話
に
出
て
く
る

お
菓
子
の
家
の
よ
う
に
か
わ
い
ら
し
い
建

物
が
突
如
現
れ
た
。昭
和
5
年
建
造
の
旧

ポ
ン
プ
室
と
旧
エ
ン
ジ
ン
室
で
、今
は
そ

れ
ぞ
れ
水
の
体
験
学
習
館
、水
の
資
料
館

▲ 伊自良村簡易水道配水池　日本初のＰＣ（プレストレストコンクリート）タンクと目印の鳥居

水の資料館（旧エンジン室) ▶
▼ 水の体験学習館（旧ポンプ室)

1930年建造。国の登録有形文化財に登録されている。

鵜飼　10本の手縄を巧みに捌き、
喉元に溜めた鮎を鵜から吐き出させる ▶

◀ 「鵜匠の家 すぎ山」鮎の塩焼き

岐阜公園　金華山より岐阜市街・長良川を望む ▲

▶ 

織
田
信
長
像

　右手
に
種
子
島（
火
縄
銃
）、左
手
に
西
洋
兜

を
携
え
る
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だ
陽
は
十
分
高
い
。少
し
遠
回
り
を
し
て
鮎

之
瀬
大
橋（
P1
掲
載
）に
立
ち
寄
っ
た
。

　
シ
ン
プ
ル
な
真
一
文
字
の
シ
ル
エ
ッ
ト

が
美
し
い
P
C
箱
桁
橋
で
、小
さ
な
バ
ル

コ
ニ
ー
が
付
い
て
い
る
。足
下
に
は
ガ
ラ

ス
窓
。そ
こ
か
ら
長
良
川
の
川
面
を
覗
け

る
と
い
う
趣
向
だ
。ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
て

川
を
眺
め
て
い
る
と
、釣
り
に
興
じ
る
人

が
い
た
。鮎
釣
り
だ
ろ
う
か
。話
を
聞
い
て

み
た
く
な
り
川
岸
へ
降
り
る
と
、初
老
の
男

性
が
引
き
上
げ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。今

日
は
調
子
が
出
な
か
っ
た
ら
し
い
、難
し
い

顔
を
し
て
い
る
。ま
だ
水
温
が
低
く
て
ダ
メ

だ
、と
言
い
残
し
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

信
長
も
天
守
か
ら
望
ん
だ
長
良
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　岐阜
城

　抜け
る
よ
う
な
青
空
が
現
れ
た
ら
、日

本
一
の
清
流
へ
行
こ
う
と
決
め
て
い
た
。

今
年
の
梅
雨
は
例
年
よ
り
長
く
感
じ
ら
れ

て
、息
が
詰
ま
り
そ
う
だ
っ
た
の
だ
。

　その
日
は
突
然
や
っ
て
き
た
。岐
阜
駅

で
迎
え
て
く
れ
た
の
は
黄
金
に
輝
く
織
田

信
長
像
。右
手
に
種
子
島（
火
縄
銃
）、左
手

に
西
洋
兜
を
携
え
て
マ
ン
ト
を
羽
織
る
姿

を
じ
っ
と
見
上
げ
て
い
た
ら
、な
ん
だ
か

気
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
き
た
。閻
魔
大
王

の
よ
う
な
形
相
で
前
方
を
射
る
よ
う
に
見

据
え
る
姿
が
、頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
足
の

先
ま
で
、こ
れ
で
も
か
と
い
う
ほ
ど
ぴ
っ

か
ぴ
か
な
の
だ
。恐
る
べ
し
、信
長
公
。後

ろ
め
た
い
こ
と
は
何
も
な
い
け
れ
ど
、目

が
合
う
前
に
立
ち
去
ろ
う
。

　
「
岐
阜
」は
信
長
が
命
名
し
た
と
い
う
の

が
通
説
だ
。中
国
の
故
事
か
ら
、天
下
を
取

る
縁
起
の
い
い
地
名
を
選
ん
だ
と
さ
れ

る
。そ
し
て
、こ
こ
か
ら
本
格
的
に
天
下
統

一
に
乗
り
出
す
。

　
そ
の
拠
点
と
し
た
岐
阜
城
が
建
つ
金
華

山
に
登
る
と
、歴
史
フ
ァ
ン
垂
涎
の
ス

ポ
ッ
ト「
千
成
び
ょ
う
た
ん
発
祥
の
地
」が

あ
っ
た
。言
わ
ず
と
知
れ
た
豊
臣
秀
吉
の

シ
ン
ボ
ル
、ひ
ょ
う
た
ん
。こ
れ
を
馬
印
と

す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
岐
阜
城

（
旧
稲
葉
山
城
）攻
め
と
言
わ
れ
、秀
吉
は

腰
に
下
げ
て
い
た
ひ
ょ
う
た
ん
を
天
高
く

掲
げ
て
勝
ち
鬨
を
あ
げ
た
と
い
う
。そ
の

時
に
登
っ
た
と
さ
れ
る
天
狗
岩
を
拝
ん
で

か
ら
、再
び
山
頂
を
目
指
す
。

　
天
守
閣
か
ら
の
眺
め
は
見
晴
ら
し
が
よ

く
、眼
下
に
は
長
良
川
が
貫
い
て
い
る
。さ

あ
、下
山
だ
。今
回
の
テ
ー
マ
は
三
大
清
流

の
1
つ
、長
良
川
。豊
富
な
水
資
源
や
水
に

ま
つ
わ
る
名
所
を
求
め
、遡
上
す
る
鮎
の

ご
と
く
源
流
を
目
指
す
。 

お
い
し
く
て
安
全
な
水
源
を
誇
る

　
　
　
　
　
　
　長良
川
中
流
域

　長良
川
と
い
え
ば
鵜
飼
。鵜
飼
と
言
え

ば
鮎
。川
岸
の
料
理
宿「
鵜
匠
の
家 

す
ぎ

山
」で
鮎
尽
く
し
の
コ
ー
ス
料
理
を
堪
能

す
る
。年
魚
と
も
書
く
鮎
の
生
涯
は
わ
ず

か
1
年
で
、こ
の
時
期
は
ま
だ
若
い
。身
が

ふ
わ
っ
と
柔
ら
か
く
、骨
ま
で
食
べ
ら
れ

る
塩
焼
き
と
味
噌
仕
立
て
の
雑
炊
が
絶
品

だ
っ
た
。こ
れ
ぞ
天
然
鮎
の
醍
醐
味
と
グ

ル
メ
通
を
気
取
っ
て
み
る
。

　岐阜
市
は
知
る
人
ぞ
知
る
、水
道
水
が

お
い
し
い
都
市
だ
。そ
の
水
源
・
長
良
川
の

伏
流
水
は
塩
素
滅
菌
を
し
な
く
て
も
飲
め

る
ほ
ど
の
水
質
を
誇
る
と
い
う
。

　
そ
の
ル
ー
ツ
を
知
る
手
掛
か
り
は
金
華

山
の
麓
、鏡
岩
水
源
地
に
あ
っ
た
。赤
れ
ん

が
の
壁
づ
た
い
に
裏
手
へ
廻
る
と
、ヘ
ン

ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
の
童
話
に
出
て
く
る

お
菓
子
の
家
の
よ
う
に
か
わ
い
ら
し
い
建

物
が
突
如
現
れ
た
。昭
和
5
年
建
造
の
旧

ポ
ン
プ
室
と
旧
エ
ン
ジ
ン
室
で
、今
は
そ

れ
ぞ
れ
水
の
体
験
学
習
館
、水
の
資
料
館

▲ 伊自良村簡易水道配水池　日本初のＰＣ（プレストレストコンクリート）タンクと目印の鳥居

水の資料館（旧エンジン室) ▶
▼ 水の体験学習館（旧ポンプ室)

1930年建造。国の登録有形文化財に登録されている。

鵜飼　10本の手縄を巧みに捌き、
喉元に溜めた鮎を鵜から吐き出させる ▶

◀ 「鵜匠の家 すぎ山」鮎の塩焼き

岐阜公園　金華山より岐阜市街・長良川を望む ▲

▶ 

織
田
信
長
像

　右手
に
種
子
島（
火
縄
銃
）、左
手
に
西
洋
兜

を
携
え
る
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#001 清流・長良川を美濃国にたずねて

よ
る
事
故
防
止
な
ど
が
叫
ば
れ
た
こ
と
か

ら
4
車
線
化
が
進
ん
だ
と
い
う
。そ
の
た

め
、上
り
車
線
と
下
り
車
線
で
仕
様
の
変

化
が
見
ら
れ
る
箇
所
が
随
所
に
あ
る
。

　郡上
八
幡
Ｉ
Ｃ
／
ぎ
ふ
大
和
Ｉ
Ｃ
間
で

長
良
川
に
架
か
る
坪
佐
橋
も
そ
の
1
つ
。

下
り
線
は
箱
桁
橋
だ
が
、
上
り
線
は
波
形

鋼
板
ウ
ェ
ブ
箱
桁
橋
の
た
め
、
並
ん
で
建

つ
橋
脚
の
太
さ
が
ま
る
で
違
う
。
軽
量
化

が
進
ん
だ
後
者
で
は
、
橋
脚
を
細
く
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
わ
け
だ
。
真
下
へ

行
き
見
比
べ
る
と
、
そ
の
違
い
が
は
っ
き

り
分
か
っ
て
面
白
い
。

▲ 美濃橋　長良川に架かる最古の吊り橋（国指定重要文化財）

▲ 美濃市　うだつの上がる町並み

　翌朝
7
時
。「
岐
阜
モ
ー
ニ
ン
グ
」を
求

め
て
町
へ
出
た
。喫
茶
店
の
モ
ー
ニ
ン
グ

セ
ッ
ト
が
お
ト
ク
な
の
は
名
古
屋
と
の
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
が
、実
は
岐
阜
も
負
け
て

い
な
い
。コ
ー
ヒ
ー
1
杯
の
値
段
で
朝
食

が
食
べ
ら
れ
る
店
が
県
内
の
至
る
所
に
あ

る
と
聞
く
。歩
く
こ
と
3
分
。早
朝
6
時
か

ら
営
業
し
て
い
る「K

itchen C
afé 

じ

じ
・
ば
ば
」を
訪
ね
る
と
、店
内
に
は
出
勤

前
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
ら
し
き
男
性
が
2

人
。さ
っ
そ
く
オ
ー
ダ
ー
す
る
と
、コ
ー

ヒ
ー
に
小
倉
ト
ー
ス
ト
、サ
ラ
ダ
、ス
パ
ゲ

テ
ィ
に
茶
碗
蒸
し
が
付
い
て
き
た
！
し
か

も
フ
ォ
ー
ク（
笑
）。な
ん
て
ユ
ニ
ー
ク
な

ん
だ
ろ
う
。笑
い
込
み
で
た
っ
た
の

3
5
0
円
と
は
。

日
本
最
古
の
紙
を
も
生
ん
だ
清
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　美濃
市

　胃袋
と
心
を
満
た
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
長

良
川
沿
い
に
北
上
し
、美
濃
市
へ
。古
く
か

ら
和
紙
づ
く
り
が
盛
ん
な
町
で
、日
本
最

古
の
紙
が
東
大
寺
正
倉
院
に
大
宝
2
年

（
7
0
2
年
）の
戸
籍
と
し
て
残
っ
て
い

る
。も
う
1
つ
の
文
化
遺
産
が「
う
だ
つ
の

上
が
る
町
並
み
」だ
。

　建物
の
梁
の
上
に
立
て
た
柱
が
転
じ
て

民
家
の
防
火
壁
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
う

だ
つ
は
、裕
福
な
家
で
な
け
れ
ば
上
げ
る

こ
と
が
で
き
な
い
高
価
な
代
物
。「
生
活
や

地
位
が
向
上
し
な
い
、見
栄
え
が
し
な
い
」

と
い
う
慣
用
句「
う
だ
つ
が
上
が
ら
な
い
」

の
語
源
だ
。

　
「
う
だ
つ
の
上
が
る
町
並
み
」は
天
下
分

け
目
の
関
ヶ
原
合
戦
の
後
に
完
成
し
た
城

下
町
の
町
割
り
を
21
世
紀
の
現
代
に
伝
え

る
貴
重
な
遺
産
。江
戸
時
代
に
思
い
を
馳

せ
な
が
ら
、と
あ
る
民
家
の
引
き
戸
を
覗

く
と
、男
の
子
が
宿
題
を
し
て
い
て
び
っ

く
り
し
た
。建
築
遺
産
で
暮
ら
す
家
族
が

い
る
と
は
。慌
て
て
引
き
戸
か
ら
離
れ
る

と「
お
母
さ
ー
ん
、バ
ス
タ
オ
ル
ど
こ
？
」

と
い
う
声
が
奥
か
ら
響
い
て
き
た
。

　美濃
市
に
残
る
橋
も
1
つ
見
て
い
こ

う
。
現
存
す
る
近
代
的
な
吊
り
橋
で
日
本

最
古
と
言
わ
れ
（
大
正
5
年
完
成
）、
長

良
川
に
架
か
る
橋
と
し
て
も
最
古
の
美
濃

橋
。
山
の
緑
に
深
紅
の
橋
が
遠
目
に
も
鮮

や
か
だ
。
歩
い
て
渡
る
と
ぴ
く
り
と
も
せ

ず
、
ど
っ
し
り
し
て
い
る
。
今
で
こ
そ
車

は
通
れ
な
い
が
、
50
年
ほ
ど
前
ま
で
は
バ

ス
な
ど
も
通
行
し
て
い
た
と
い
う
。
近
く

に
小
学
校
や
高
校
が
あ
る
の
で
、
通
学
時

間
帯
に
は
き
っ
と
賑
わ
う
の
だ
ろ
う
。

時
代
の
要
請
に
応
え
て
変
化
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　坪佐
橋

　長良
川
に
沿
う
よ
う
に
走
る
東
海
北
陸

自
動
車
道
が
愛
知
・一
宮
／
富
山
・小
矢

部
砺
波
間
で
全
線
開
通
し
た
の
は
平
成
20

年
の
こ
と
。し
か
し
、始
め
か
ら
4
車
線

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、当
初
は
多
く
の

区
間
で
対
面
1
車
線
だ
っ
た
。利
便
性
の

高
ま
り
と
共
に
交
通
量
が
増
え
、対
面
に

「Kitchen Café じじ・ばば」
モーニングセット ▶

T s u b o s a  b a s h i

坪佐橋
◀うだつ　建物の梁の上に立てた
壁。「うだつが上がらない（＝生活や
地位が向上しない、見栄えがしな
い）」という慣用句の語源。
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な
吊
り
橋
で
日
本

最
古
と
言
わ
れ
（
大
正
5
年
完
成
）、
長

良
川
に
架
か
る
橋
と
し
て
も
最
古
の
美
濃

橋
。
山
の
緑
に
深
紅
の
橋
が
遠
目
に
も
鮮

や
か
だ
。
歩
い
て
渡
る
と
ぴ
く
り
と
も
せ

ず
、
ど
っ
し
り
し
て
い
る
。
今
で
こ
そ
車

は
通
れ
な
い
が
、
50
年
ほ
ど
前
ま
で
は
バ

ス
な
ど
も
通
行
し
て
い
た
と
い
う
。
近
く

に
小
学
校
や
高
校
が
あ
る
の
で
、
通
学
時

間
帯
に
は
き
っ
と
賑
わ
う
の
だ
ろ
う
。

時
代
の
要
請
に
応
え
て
変
化
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　坪佐
橋

　長良
川
に
沿
う
よ
う
に
走
る
東
海
北
陸

自
動
車
道
が
愛
知
・一
宮
／
富
山
・小
矢

部
砺
波
間
で
全
線
開
通
し
た
の
は
平
成
20

年
の
こ
と
。し
か
し
、始
め
か
ら
4
車
線

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、当
初
は
多
く
の

区
間
で
対
面
1
車
線
だ
っ
た
。利
便
性
の

高
ま
り
と
共
に
交
通
量
が
増
え
、対
面
に

「Kitchen Café じじ・ばば」
モーニングセット ▶

2T s u b o s a  b a s h i

坪佐橋
◀うだつ　建物の梁の上に立てた
壁。「うだつが上がらない（＝生活や
地位が向上しない、見栄えがしな
い）」という慣用句の語源。
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#001清流・長良川を美濃国にたずねて

名
水
百
選
・由
緒
あ
る
湧
き
水
の
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

郡
上
八
幡

　
さ
て
、そ
ろ
そ
ろ
休
憩
を
取
ろ
う
。郡
上

八
幡
は
目
と
鼻
の
先
だ
。

　三方
を
深
い
山
並
み
が
囲
み
、長
良
川

の
支
流
・
吉
田
川
が
流
れ
る
こ
の
町
に
あ

る
の
は
、環
境
省
が
選
ぶ
名
水
百
選
第
1

号
に
指
定
さ
れ
た
宗
祇
水（
そ
う
ぎ
す

い
）。西
行
・
芭
蕉
と
並
ん
で「
旅
の
三
大
詩

人
」と
呼
ば
れ
た
飯
尾
宗
祇（
い
い
お
そ
う

ぎ
）が
、古
今
和
歌
集
の
大
家
で
郡
上
領
主

だ
っ
た
東
常
縁（
と
う
の
つ
ね
よ
り
）か
ら

奥
義
を
授
か
り（
古
今
伝
授
）、い
よ
い
よ

京
へ
帰
る
と
き
に
別
れ
の
歌
を
詠
み
交
わ

し
た
と
い
う
湧
き
水
だ
。

　もみ
じ
葉
の

　
流
る
る
た
つ
た

　
白
雲
の

　
花
の
み
よ
し
野

　
思
ひ
忘
る
な

（
東
常
縁
）

　
三
年
ご
し

　
心
を
つ
く
す

　
思
ひ
川

　

　
春
立
つ
沢
に

　
涌
き
出
づ
る
か
な

（
飯
尾
宗
祇
）

　以来
、そ
の
水
源
に
は
小
さ
な
祠
の
よ

う
な
小
屋
を
建
て
て
水
槽
を
引
き
、今
で

も
地
元
の
人
が
夏
に
ス
イ
カ
を
冷
や
す
な

ど
し
て
利
用
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。な

ん
と
も
ぜ
い
た
く
な
話
だ
。生
水
な
の
で

飲
ん
で
み
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
け
れ

ど
、柄
杓
か
ら
手
に
受
け
た
水
は
ひ
ん
や

り
と
し
て
、と
て
も
気
持
ち
よ
か
っ
た
。

玉
石
の
謎
・
石
工
の
技
術
継
承
？

　
　
　
　
　
　中津
屋
橋
エ
リ
ア

　郡上
八
幡
を
発
ち
、い
よ
い
よ
長
良
川

の
源
流
が
あ
る
大
日
ヶ
岳
を
目
指
し
て
北

へ
北
へ
。

　
長
良
川
鉄
道
越
美
南
線
と
東
海
北
陸
自

動
車
道
が
交
差
す
る
辺
り
で
車
を
停
め
て

中
津
屋
橋
を
見
な
が
ら
歩
く
。す
る
と
、不

思
議
な
光
景
に
目
が
と
ま
っ
た
。玉
石
を
積

み
上
げ
た
オ
ブ
ジ
ェ
の
よ
う
な
も
の
が
散

見
さ
れ
る
の
だ
。民
家
の
庭
先
、歩
道
脇・・・。

一
体
こ
れ
は
何
？
不
思
議
に
思
っ
て
後
日

調
べ
て
み
る
と
、大
小
さ
ま
ざ
ま
な
河
川
が

走
り
、町
づ
く
り
に
治
水
の
知
識
が
不
可
欠

だ
っ
た
こ
の
一
帯
に
は
、玉
石
組
み
や
石
積

み
の
技
術
を
継
承
す
る
土
木
集
団
が
多

か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た（
＊

１
）。こ
れ
ら
オ
ブ
ジ
ェ
は
そ
の
名
残
な
の

だ
ろ
う
か
。郡
上
八
幡
城
の
石
垣
を
築
い
た

と
い
う
そ
の
技
術
は
4
0
0
年
の
時
を
経

て
な
お
受
け
継
が
れ
、腕
の
い
い
石
組
み
職

人
は
未
だ
に
多
い
と
い
う
。

　
は
は
ー
ん
、そ
れ
で
ピ
ン
と
来
た
。

　
中
津
屋
橋
の
建
設
当
時
。用
地
の
譲
渡
を

め
ぐ
っ
て
周
辺
住
民
と
交
渉
を
続
け
て
い

た
と
き
の
こ
と
。住
居
の
新
築
や
移
築
を
大

手
建
設
会
社
が
申
し
出
て
も
一
向
に
首
を

縦
に
振
ら
ず
、代
々
な
じ
み
に
し
て
い
る
地

元
の
職
人
に
任
せ
る
こ
と
を
条
件
に
す
る

人
が
多
か
っ
た
、と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

も
し
か
し
た
ら
、そ
れ
も
こ
の
地
な
ら
で
は

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
＊
1
）出
典：郡
上
八
幡
観
光
協
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

冬
期
通
行
を
可
能
に
し
た
架
け
橋

　
　
　
　
　
　
　長良
川
高
架
橋

　続い
て
向
か
っ
た
の
は
、郡
上
白
鳥
で

東
海
北
陸
自
動
車
道
か
ら
分
か
れ
て
福
井

方
面
へ
向
か
う
中
部
縦
貫
道（
油
坂
峠
道

路
）の
長
良
川
高
架
橋
。平
成
11
年
の
完
成

当
時
、同
じ
形
式（
4
径
間
連
続
Ｐ
Ｃ
ラ
ー

メ
ン
構
造
）で
は
国
内
最
大
規
模
の
ス
パ

ン
1
5
6
メ
ー
ト
ル
を
誇
っ
た
と
い
う
曲

線
橋
だ
。緩
や
か
な
が
ら
大
き
く
描
い
た

カ
ー
ブ
と
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
は
確
か

に
圧
倒
さ
れ
る
。

宗祇水　名水百選第1号に指定された ▶
玉石のオブジェ　石組みや石積みの技術継承の名残だろうか ▼

中津屋橋　長良川鉄道越美南線と東海北陸自動車道が交差する辺り ▲

N a g a r a g a w a  k o u k a k y o

長良川高架橋
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名
水
百
選
・由
緒
あ
る
湧
き
水
の
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

郡
上
八
幡

　
さ
て
、そ
ろ
そ
ろ
休
憩
を
取
ろ
う
。郡
上

八
幡
は
目
と
鼻
の
先
だ
。

　三方
を
深
い
山
並
み
が
囲
み
、長
良
川

の
支
流
・
吉
田
川
が
流
れ
る
こ
の
町
に
あ

る
の
は
、環
境
省
が
選
ぶ
名
水
百
選
第
1

号
に
指
定
さ
れ
た
宗
祇
水（
そ
う
ぎ
す

い
）。西
行
・
芭
蕉
と
並
ん
で「
旅
の
三
大
詩

人
」と
呼
ば
れ
た
飯
尾
宗
祇（
い
い
お
そ
う

ぎ
）が
、古
今
和
歌
集
の
大
家
で
郡
上
領
主

だ
っ
た
東
常
縁（
と
う
の
つ
ね
よ
り
）か
ら

奥
義
を
授
か
り（
古
今
伝
授
）、い
よ
い
よ

京
へ
帰
る
と
き
に
別
れ
の
歌
を
詠
み
交
わ

し
た
と
い
う
湧
き
水
だ
。

　もみ
じ
葉
の

　
流
る
る
た
つ
た

　
白
雲
の

　
花
の
み
よ
し
野

　
思
ひ
忘
る
な

（
東
常
縁
）

　
三
年
ご
し

　
心
を
つ
く
す

　
思
ひ
川

　

　
春
立
つ
沢
に

　
涌
き
出
づ
る
か
な

（
飯
尾
宗
祇
）

　以来
、そ
の
水
源
に
は
小
さ
な
祠
の
よ

う
な
小
屋
を
建
て
て
水
槽
を
引
き
、今
で

も
地
元
の
人
が
夏
に
ス
イ
カ
を
冷
や
す
な

ど
し
て
利
用
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。な

ん
と
も
ぜ
い
た
く
な
話
だ
。生
水
な
の
で

飲
ん
で
み
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
け
れ

ど
、柄
杓
か
ら
手
に
受
け
た
水
は
ひ
ん
や

り
と
し
て
、と
て
も
気
持
ち
よ
か
っ
た
。

玉
石
の
謎
・
石
工
の
技
術
継
承
？

　
　
　
　
　
　中津
屋
橋
エ
リ
ア

　郡上
八
幡
を
発
ち
、い
よ
い
よ
長
良
川

の
源
流
が
あ
る
大
日
ヶ
岳
を
目
指
し
て
北

へ
北
へ
。

　
長
良
川
鉄
道
越
美
南
線
と
東
海
北
陸
自

動
車
道
が
交
差
す
る
辺
り
で
車
を
停
め
て

中
津
屋
橋
を
見
な
が
ら
歩
く
。す
る
と
、不

思
議
な
光
景
に
目
が
と
ま
っ
た
。玉
石
を
積

み
上
げ
た
オ
ブ
ジ
ェ
の
よ
う
な
も
の
が
散

見
さ
れ
る
の
だ
。民
家
の
庭
先
、歩
道
脇・・・。

一
体
こ
れ
は
何
？
不
思
議
に
思
っ
て
後
日

調
べ
て
み
る
と
、大
小
さ
ま
ざ
ま
な
河
川
が

走
り
、町
づ
く
り
に
治
水
の
知
識
が
不
可
欠

だ
っ
た
こ
の
一
帯
に
は
、玉
石
組
み
や
石
積

み
の
技
術
を
継
承
す
る
土
木
集
団
が
多

か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た（
＊

１
）。こ
れ
ら
オ
ブ
ジ
ェ
は
そ
の
名
残
な
の

だ
ろ
う
か
。郡
上
八
幡
城
の
石
垣
を
築
い
た

と
い
う
そ
の
技
術
は
4
0
0
年
の
時
を
経

て
な
お
受
け
継
が
れ
、腕
の
い
い
石
組
み
職

人
は
未
だ
に
多
い
と
い
う
。

　
は
は
ー
ん
、そ
れ
で
ピ
ン
と
来
た
。

　
中
津
屋
橋
の
建
設
当
時
。用
地
の
譲
渡
を

め
ぐ
っ
て
周
辺
住
民
と
交
渉
を
続
け
て
い

た
と
き
の
こ
と
。住
居
の
新
築
や
移
築
を
大

手
建
設
会
社
が
申
し
出
て
も
一
向
に
首
を

縦
に
振
ら
ず
、代
々
な
じ
み
に
し
て
い
る
地

元
の
職
人
に
任
せ
る
こ
と
を
条
件
に
す
る

人
が
多
か
っ
た
、と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

も
し
か
し
た
ら
、そ
れ
も
こ
の
地
な
ら
で
は

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
＊
1
）出
典：郡
上
八
幡
観
光
協
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

冬
期
通
行
を
可
能
に
し
た
架
け
橋

　
　
　
　
　
　
　長良
川
高
架
橋

　続い
て
向
か
っ
た
の
は
、郡
上
白
鳥
で

東
海
北
陸
自
動
車
道
か
ら
分
か
れ
て
福
井

方
面
へ
向
か
う
中
部
縦
貫
道（
油
坂
峠
道

路
）の
長
良
川
高
架
橋
。平
成
11
年
の
完
成

当
時
、同
じ
形
式（
4
径
間
連
続
Ｐ
Ｃ
ラ
ー

メ
ン
構
造
）で
は
国
内
最
大
規
模
の
ス
パ

ン
1
5
6
メ
ー
ト
ル
を
誇
っ
た
と
い
う
曲

線
橋
だ
。緩
や
か
な
が
ら
大
き
く
描
い
た

カ
ー
ブ
と
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
は
確
か

に
圧
倒
さ
れ
る
。

宗祇水　名水百選第1号に指定された ▶
玉石のオブジェ　石組みや石積みの技術継承の名残だろうか ▼

中津屋橋　長良川鉄道越美南線と東海北陸自動車道が交差する辺り ▲
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#001清流・長良川を美濃国にたずねて

と
、つ
い
先
日
ま
で
の
雨
で
増
水
し
て
い

る
川
縁
を
歩
く
の
は
危
険
だ
と
分
か
っ
て

く
る
。ど
う
し
よ
う
・・・
。山
や
川
を
歩
く

の
に
適
し
た
靴
も
準
備
し
て
い
な
い

し
・・・
。5
分
ほ
ど
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、分

水
嶺
公
園
ま
で
引
き
返
す
。

　車で
近
く
ま
で
行
け
な
い
だ
ろ
う
か
。

カ
ー
ナ
ビ
が
頼
り
だ
。川
の
流
れ
に
沿
う

道
を
選
ん
で
上
流
を
目
指
し
た
。奥
へ
奥

へ
。ど
う
や
ら
こ
の
辺
り
は
別
荘
地
ら
し

い
。ペ
ン
シ
ョ
ン
風
、山
小
屋
風
の
家
が
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
に
建
っ
て
い
る
。牧
場
も
あ

る
。す
る
と
、と
う
と
う
立
ち
入
り
禁
止
の

看
板
に
遭
遇
。道
と
川
は
続
い
て
い
る
の

に
、先
へ
進
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。上

手
く
い
け
ば「
源
流
の
碑
」が
立
っ
て
い
る

は
ず
な
の
に
、迷
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

悲
し
い
哉
、こ
こ
で
タ
イ
ム
ア
ッ
プ
。

　
後
ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
分
水
嶺
公
園

の
近
く
ま
で
戻
っ
て
く
る
と「
長
良
川
源

流
最
上
流
の
滝・夫
婦
滝
」の
看
板
と
、寄
り

添
う
よ
う
に
落
ち
る
二
す
じ
の
滝
。さ
ら

に
、長
良
川
に
架
か
る
最
初
の
橋
と
お
ぼ

し
き
旧
大
滝
橋
も
見
つ
け
た
。源
流
に
こ

そ
た
ど
り
着
け
な
か
っ
た
が
、最
初
の
滝

と
橋
を
見
つ
け
た
の
で
良
し
と
し
よ
う
。

　
マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン
を
全
身
に
浴
び
な
が
ら

旅
程
を
振
り
返
っ
て
み
る
。す
る
と
、橋
の

レ
リ
ー
フ
や
立
て
看
板
、軒
先
の
提
灯
に
至

る
ま
で
、そ
こ
か
し
こ
に
描
か
れ
た
鮎
の
姿

が
思
い
出
さ
れ
た
。清
流
の
女
王・鮎
が
棲
む

長
良
川
と
そ
こ
に
架
か
る
変
化
に
富
ん
だ

P
C
橋
の
数
々
は
、ひ
と
と
き
の
涼
を
求
め

訪
れ
た
水
の
国・美
濃
国（
岐
阜
）の
旅
の
記

憶
に
は
っ
き
り
と
刻
ま
れ
て
い
た
。

（
＊
2
）2
0
1
5
年
現
在
、主
塔
を
持
た
な
い
道
路
橋
で

も
っ
と
も
高
い

（
＊
3
）作
：
マ
リ
ア
・
テ
ル
リ
コ
フ
ス
カ
／
絵
：
ボ
フ
ダ
ン
・

ブ
テ
ン
コ
／
訳：う
ち
だ
り
さ
こ
／
福
音
館
書
店

30
階
建
て
の
高
層
ビ
ル
に
匹
敵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

鷲
見
橋

　
東
海
北
陸
自
動
車
道
を
さ
ら
に
北
上
す

る
と
鷲
見
橋
が
あ
る
。こ
れ
が
ま
た
凄
い
。

橋
脚
高
は
な
ん
と
、1
1
8
メ
ー
ト
ル
！

も
ち
ろ
ん
、日
本
一
の
高
さ
だ（
＊
２
）。橋

の
上
を
通
っ
た
だ
け
で
は
、こ
の
高
さ
は

分
か
ら
な
い
。見
る
な
ら
下
か
ら
見
上
げ

る
に
限
る
。県
道
4
5
2
号
線
へ
降
り
て

み
る
と
、車
を
止
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
広
さ

が
あ
る
路
肩
を
発
見
し
た
。歩
い
て
橋
脚

の
真
下
へ
近
付
い
て
み
る
と
、首
が
痛
く

な
る
ほ
ど
の
高
さ
を
実
感
。し
か
も
、そ
の

全
貌
を
カ
メ
ラ
で
捉
え
よ
う
と
屈
ん
で
み

て
も
、フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
覗
く
こ
と
が
で

き
な
い
ほ
ど
だ
。上
手
く
撮
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。橋
脚
が
欠
け
た
り
、橋
桁
が
欠
け

た
り
を
繰
り
返
し
、よ
う
や
く
納
得
の
い

く
写
真
が
撮
れ
た
。

清
流
・長
良
川
の
源
流
を
求
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　

 

分
水
嶺
公
園

　旅は
い
よ
い
よ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
。

長
良
川
の
源
流
探
し
だ
。ま
ず
は
、ひ
る
が

の
高
原
に
あ
る
分
水
嶺
公
園
を
探
す
。そ

れ
は
そ
の
名
の
通
り
、大
日
ヶ
岳
か
ら
流

れ
て
き
た
水
が
二
手
に
分
か
れ
る
と
こ

ろ
。一
方
は
長
良
川
と
な
っ
て
伊
勢
湾
・
太

平
洋
へ
注
ぎ
、も
う
一
方
は
庄
川
と
し
て

富
山
湾・日
本
海
へ
注
ぐ
と
い
う
。

　
実
際
に
そ
の
地
へ
た
ど
り
着
き
石
碑
を

見
つ
け
た
ら
、な
ぜ
か
テ
ン
シ
ョ
ン
は
最

高
潮
。自
分
で
想
像
し
て
い
た
よ
り
も
遙

か
に
ワ
ク
ワ
ク
し
て
き
た
。子
ど
も
の
頃

に
読
ん
だ
絵
本
、確
か「
し
ず
く
の
ぼ
う
け

ん（
＊
３
）」だ
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
、バ
ケ

ツ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
雫
が
水
蒸
気
に

な
っ
て
天
に
昇
り
、や
が
て
雨
に
な
っ
て

地
上
へ
落
ち
て
大
海
原
へ
と
注
ぐ
冒
険
物

語
が
あ
る
。こ
れ
を
思
い
出
し
た
の
だ
。こ

こ
で
分
か
れ
た
水
も
、そ
れ
ぞ
れ
の
冒
険

に
出
る
ん
だ
！
想
像
が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん

で
い
く
。早
く
源
流
を
確
か
め
な
く
ち
ゃ
。

居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
り
、気

が
付
い
た
時
に
は
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
歩

き
出
し
て
い
た
。

　とこ
ろ
が
、い
ざ
奥
を
目
指
し
て
み
る

分水嶺公園　長良川・庄川の源流分岐点 ▼▶ 

旧
大
滝
橋

　
長
良
川
に
架
か
る
最
上
流
の
橋
、旧
大
滝
橋

◀ 

夫
婦
滝

　
長
良
川
源
流
最
上
流
の
滝

4鷲見橋
W a s h i m i  b a s h i
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#001清流・長良川を美濃国にたずねて

と
、つ
い
先
日
ま
で
の
雨
で
増
水
し
て
い

る
川
縁
を
歩
く
の
は
危
険
だ
と
分
か
っ
て

く
る
。ど
う
し
よ
う
・・・
。山
や
川
を
歩
く

の
に
適
し
た
靴
も
準
備
し
て
い
な
い

し
・・・
。5
分
ほ
ど
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、分

水
嶺
公
園
ま
で
引
き
返
す
。

　車で
近
く
ま
で
行
け
な
い
だ
ろ
う
か
。

カ
ー
ナ
ビ
が
頼
り
だ
。川
の
流
れ
に
沿
う

道
を
選
ん
で
上
流
を
目
指
し
た
。奥
へ
奥

へ
。ど
う
や
ら
こ
の
辺
り
は
別
荘
地
ら
し

い
。ペ
ン
シ
ョ
ン
風
、山
小
屋
風
の
家
が
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
に
建
っ
て
い
る
。牧
場
も
あ

る
。す
る
と
、と
う
と
う
立
ち
入
り
禁
止
の

看
板
に
遭
遇
。道
と
川
は
続
い
て
い
る
の

に
、先
へ
進
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。上

手
く
い
け
ば「
源
流
の
碑
」が
立
っ
て
い
る

は
ず
な
の
に
、迷
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

悲
し
い
哉
、こ
こ
で
タ
イ
ム
ア
ッ
プ
。

　
後
ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
分
水
嶺
公
園

の
近
く
ま
で
戻
っ
て
く
る
と「
長
良
川
源

流
最
上
流
の
滝・夫
婦
滝
」の
看
板
と
、寄
り

添
う
よ
う
に
落
ち
る
二
す
じ
の
滝
。さ
ら

に
、長
良
川
に
架
か
る
最
初
の
橋
と
お
ぼ

し
き
旧
大
滝
橋
も
見
つ
け
た
。源
流
に
こ

そ
た
ど
り
着
け
な
か
っ
た
が
、最
初
の
滝

と
橋
を
見
つ
け
た
の
で
良
し
と
し
よ
う
。

　
マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン
を
全
身
に
浴
び
な
が
ら

旅
程
を
振
り
返
っ
て
み
る
。す
る
と
、橋
の

レ
リ
ー
フ
や
立
て
看
板
、軒
先
の
提
灯
に
至

る
ま
で
、そ
こ
か
し
こ
に
描
か
れ
た
鮎
の
姿

が
思
い
出
さ
れ
た
。清
流
の
女
王・鮎
が
棲
む

長
良
川
と
そ
こ
に
架
か
る
変
化
に
富
ん
だ

P
C
橋
の
数
々
は
、ひ
と
と
き
の
涼
を
求
め

訪
れ
た
水
の
国・美
濃
国（
岐
阜
）の
旅
の
記

憶
に
は
っ
き
り
と
刻
ま
れ
て
い
た
。

（
＊
2
）2
0
1
5
年
現
在
、主
塔
を
持
た
な
い
道
路
橋
で

も
っ
と
も
高
い

（
＊
3
）作
：
マ
リ
ア
・
テ
ル
リ
コ
フ
ス
カ
／
絵
：
ボ
フ
ダ
ン
・

ブ
テ
ン
コ
／
訳：う
ち
だ
り
さ
こ
／
福
音
館
書
店

30
階
建
て
の
高
層
ビ
ル
に
匹
敵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

鷲
見
橋

　
東
海
北
陸
自
動
車
道
を
さ
ら
に
北
上
す

る
と
鷲
見
橋
が
あ
る
。こ
れ
が
ま
た
凄
い
。

橋
脚
高
は
な
ん
と
、1
1
8
メ
ー
ト
ル
！

も
ち
ろ
ん
、日
本
一
の
高
さ
だ（
＊
２
）。橋

の
上
を
通
っ
た
だ
け
で
は
、こ
の
高
さ
は

分
か
ら
な
い
。見
る
な
ら
下
か
ら
見
上
げ

る
に
限
る
。県
道
4
5
2
号
線
へ
降
り
て

み
る
と
、車
を
止
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
広
さ

が
あ
る
路
肩
を
発
見
し
た
。歩
い
て
橋
脚

の
真
下
へ
近
付
い
て
み
る
と
、首
が
痛
く

な
る
ほ
ど
の
高
さ
を
実
感
。し
か
も
、そ
の

全
貌
を
カ
メ
ラ
で
捉
え
よ
う
と
屈
ん
で
み

て
も
、フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
覗
く
こ
と
が
で

き
な
い
ほ
ど
だ
。上
手
く
撮
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。橋
脚
が
欠
け
た
り
、橋
桁
が
欠
け

た
り
を
繰
り
返
し
、よ
う
や
く
納
得
の
い

く
写
真
が
撮
れ
た
。

清
流
・長
良
川
の
源
流
を
求
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　

 
分
水
嶺
公
園

　旅は
い
よ
い
よ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
。

長
良
川
の
源
流
探
し
だ
。ま
ず
は
、ひ
る
が

の
高
原
に
あ
る
分
水
嶺
公
園
を
探
す
。そ

れ
は
そ
の
名
の
通
り
、大
日
ヶ
岳
か
ら
流

れ
て
き
た
水
が
二
手
に
分
か
れ
る
と
こ

ろ
。一
方
は
長
良
川
と
な
っ
て
伊
勢
湾
・
太

平
洋
へ
注
ぎ
、も
う
一
方
は
庄
川
と
し
て

富
山
湾・日
本
海
へ
注
ぐ
と
い
う
。

　
実
際
に
そ
の
地
へ
た
ど
り
着
き
石
碑
を

見
つ
け
た
ら
、な
ぜ
か
テ
ン
シ
ョ
ン
は
最

高
潮
。自
分
で
想
像
し
て
い
た
よ
り
も
遙

か
に
ワ
ク
ワ
ク
し
て
き
た
。子
ど
も
の
頃

に
読
ん
だ
絵
本
、確
か「
し
ず
く
の
ぼ
う
け

ん（
＊
３
）」だ
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
、バ
ケ

ツ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
雫
が
水
蒸
気
に

な
っ
て
天
に
昇
り
、や
が
て
雨
に
な
っ
て

地
上
へ
落
ち
て
大
海
原
へ
と
注
ぐ
冒
険
物

語
が
あ
る
。こ
れ
を
思
い
出
し
た
の
だ
。こ

こ
で
分
か
れ
た
水
も
、そ
れ
ぞ
れ
の
冒
険

に
出
る
ん
だ
！
想
像
が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん

で
い
く
。早
く
源
流
を
確
か
め
な
く
ち
ゃ
。

居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
り
、気

が
付
い
た
時
に
は
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
歩

き
出
し
て
い
た
。

　とこ
ろ
が
、い
ざ
奥
を
目
指
し
て
み
る

分水嶺公園　長良川・庄川の源流分岐点 ▼▶ 

旧
大
滝
橋

　
長
良
川
に
架
か
る
最
上
流
の
橋
、旧
大
滝
橋

◀ 

夫
婦
滝

　
長
良
川
源
流
最
上
流
の
滝

鷲見橋
W a s h i m i  b a s h i
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長
良
川

長良川大橋

中津屋橋

P7

清流長良川
“美濃～奥美濃” 

PC橋梁
MAP

本谷橋

長良川高架橋

P6

長良川高架橋

坪佐橋

P5

庄
川

PC橋梁
MAP

本谷橋

鷲見橋

P8

伊自良村簡易水道配水池

P3

鮎之瀬大橋

P1

愛知県

長野県

富山県石川県

三重県

滋賀県

福井県

庄
川
庄
川 P7

中西高架橋

上河和橋

三重県

岐阜公園周辺
岐阜公園より岐阜市街を望む。
夏の風物詩、鵜飼と鮎の塩焼き。

郡上八幡
名水百選第1号の宗祇
水と玉石のオブジェ。

分水嶺公園
長良川・庄川の
源流分岐点。

美濃市
うだつの上がる町並。
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