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発
刊
に
よ
せ
て

川
島
町
長
野
田
知
澄

こ
の
度
、
川
島
町
ふ
る
さ
と
史
料
館
で
は
、
川
島
町
に
伝
わ
る
幾
つ
も
の
昔
話
し
が
民
話
集
と
し
 

て
ま
と
め
ら
れ
、
発
刊
さ
れ
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
誠
に
喜
ば
し
く
思
い
ま
す
。

遠
い
昔
か
ら
、
木
曽
川
と
い
う
日
本
で
も
屈
指
の
暴
れ
ん
坊
の
大
河
に
囲
ま
れ
た
自
然
の
中
で
、 

先
人
達
は
大
き
な
恵
み
に
感
謝
し
な
が
ら
も
、
幾
度
と
な
く
襲
う
洪
水
と
た
た
か
い
な
が
ら
、
ま
た
、 

脅
ぇ
な
が
ら
も
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
乗
り
越
ぇ
て
、
苦
難
の
末
、
い
ま
の
川
島
町
が
築
か
れ
て
 

き
た
と
存
じ
ま
す
。

こ
う
し
た
自
然
の
暮
ら
し
の
中
で
、
そ
の
日
そ
の
日
の
出
来
事
が
話
題
が
家
族
団
ら
ん
の
ひ
と
と
 

き
に
語
ら
れ
、
こ
れ
が
と
き
に
は
面
白
く
、
ま
た
、
才
1
バ
ー
に
親
か
ら
子
へ
と
昔
話
し
と
し
て
語
 

り
継
が
れ
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
自
然
と
の
営
み
に
深
く
関
わ
り
素
朴
に
満
ち
 

て
い
ま
す
。

末
永
く
川
島
町
の
文
化
遺
産
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。

む
か
し
む
か
し
の
川
鳥

羽
島
郡
四
町
教
育
委
員
会

教
育
長
西
脇

成
紀

こ
の
ご
ろ
、
川
島
の
町
を
歩
い
て
い
る
と
、
外
国
の
人
に
出
会
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

友
達
を
訪
ね
て
来
た
人
、
歌
を
歌
い
に
来
た
人
、
く
す
り
博
物
館
見
学
の
人
、
絵
を
画
い
て
い
る

人
、
そ
ん
な
人
に
、
「川
島
つ
て
、
ど
ん
な
所
？
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
ど
う
答
え
ま
し
よ
う
。

国
際
化
は
自
分
の
町
、
自
分
の
国
を
知
ら
な
い
と
進
ん
で
い
き
ま
せ
ん
。
外
国
の
人
に
、
こ
の
本
 

の
中
の
ひ
と
つ
を
覚
え
て
お
い
て
、
話
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
き
つ
と
川
島
は
す
ば
ら
し
い
町
だ
 

な
あ
と
思
う
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
本
は
川
島
町
の
宝
で
す
。

お
話
は
「む
か
し
、
む
か
し
」
で
始
ま
つ
て
い
ま
す
。
ほ
ん
と
に
昔
の
こ
と
で
し
よ
う
か
。
お
話
 

の
心
は
私
た
ち
の
胸
に
今
の
こ
と
の
よ
う
に
ひ
び
い
て
来
ま
す
。
話
の
中
に
出
て
来
る
人
、
話
を
伝
 

え
て
来
た
人
々
は
、
き
つ
と
今
の
人
た
ち
に
、
そ
の
心
を
受
け
つ
い
で
ほ
し
か
つ
た
こ
と
と
思
い
ま
 

す
0こ

の
本
は
川
島
町
の
心
で
す
。

川
島
町
の
人
は
、
ひ
と
り
残
ら
ず
こ
の
本
を
読
み
ま
し
よ
う
。
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舞
む
か
し
、
む
か
し
、
天
保
の
前
の
こ
ろ
、

西
光
坊
の
村
里
は

南
側
も
北
側
も
川
(:は
さ
ま
れ
マ

ま
る
で
島
の
ょ
ぅ
に
な
つ
マ
い
た
ん
だ
と
。

そ
の
西
光
坊
の
里
U

 

信y
深s
船
大
工
の
老
夫
婦
が
 

住
ん
で
い
ま
し
た
。

老
夫
婦
は
一
日
の
仕
事
を
終
ぇ
る
と
 

川
岸
1:立
っ
て
、

「今
日
も
一
日
無
事
(:働
か
I
マ
い
た
だ
き
 

あ
リ
が
と
ぅ
ご
ざ
い
ま
し
た

1—0 

と
い
つ
も
お
祈
り
を
す
る
習
m
で
し
た
0

 

お
祈
リ
を
す
ま一

^

マ
家
の
中
に
^
ろ
う
と
す
る
と
、

※
コ
ワ
シ

水
に
流
さ
れ
て
き
た
木

 

ぎ
れ
や
朽
ち
木
の
こ
と

先
日
の
大
水
の
と
き
、

川
岸
へ
拾
い
あ
げ
マ
お
い
た
コ
ワ
シ
の
山
に
夕
日
の
光
が
あ
た
つ
マ
、 

そ
の
中
か
ら
ピ
カ
ッ
と
金
色
の
光
が
出
マ
い
る
、て
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

び
つ
く
リ
し
た
老
夫
婦
U
コ
ワ
シ
の
山
を
少
し
ず
つ
ひ
ろ
げ
マ
み
ま
し
 

た
。
光
の
で
マ
い
る
の
は
コ
ワ
シ
の
中
の
一
つ
の
木
切
れ
の
よ
う
で
す
。 

「お
前
さ
ん
、
こ
れ
は
お
地
蔵
さ
ま
だ
よ
」

「も
つ
た
い
な
い
こ
と
じ
や
の
-

っ〇 

コ
ワ
シ
と
間
遠
え
る
な
ん
マ
惡
い
こ
と
を
し
た
。

も
と
通
リ

1:1
マ
さ
し
あ
げ
よ
う

I

と
川
水
の
流
れ
に
浮
か
ば
せ
、
下
の
方
へ
流
し
マ
や
リ
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
何
回
押
し
マ
も
、
ま
た
も
と
の
川
岸
へ
虔
つ
マ
し
ま
い
ま
す
。 

老
夫
婦
は
「こ
の
お
地
蔵
さ
i
li、
こ
こ
U
住
み
た
い
の
で
 

虔
つ
マ
ご
ざ
ら
つ
し
や
る
の
；V」

「村
の
衆
U
相
談
し
マ
西
光
坊
で
お
i
つ
り
し
ま
し
よ
う
や
」

と
い
う
こ
と
で
、
流
れ
つ
い
た
木
の
地
蔵
さ
ま
を
持
ら
帰
リ
ま
し
た
0

 

そ
の
夜
、
村
中
の
寄
リ
合
い
で
相
談
し
た
と
こ
ろ



遽

「お
地
蔵
さ
i
と
r
縁
が
 

あ
つ
た
ん
じ
や
0

 

わ
し
ら
み
ん
な
で
 

お
守
リ
し
ょ
-

っ
や
」

と
い
ぅ
こ
と
U
話
が
決
ま
 

リ
、
罕
速
小
さ
な
祠
を
建
 

マ
マ4

c
i
つ
リ
し
た
ん
だ
 

と
0

信
心
深
い
老
夫
婦
は
大
喜
 

び
、
毎
日
朝
夕
、

水
や
ご
飯
を
お
供
ぇ
し
マ
 

お
參
リ
し
マ
い
ま
し
た
。 

そ
の
ぅ
ら
寒
い
冬
が
訪
れ
、 

お
ば
ぁ
さ
ん
が
痣
気
に
 

な
つ
マー
>

ま
い
ま一

>

 

た
〇
 

お
じ
い
さ
ん
はy
配
で
な

リ
ま
せ
ん
。

地
蔵
さ
ま
に
一
生
懸
命
お
祈
リ
を
統
け
ま
し
た
。

そ
ん
な
あ
る
夜
、
お
じ
い
さ
ん
の
夢
の
中
1:こ
の
お
地
蔵
さ
ま
が
あ
ら
 

ゎ
れ
、

「わ
し
U
お
も
か
る
地
蔵
だ
。
願
い
ご
と
が
か
な
ぅ
か
、
か
な
ioな
い
 

か
、

ioし
を
持
ら
あ

 

げ
れ
る
か
、
持
ら
あ
 

げ
れ
な
い
か
で
わ
か
 

る
ぞ
よ
」

と
い
ぅ
お
告
げ
が
あ
 

り

ま

し

.VUO

 

翌
朝
、
お
じ
い
さ
ん
 

は
お
参
り
し
マ
か
ら
 

罕
速
お
地
蔵
さ
ま
を
 

持
ら
あ
げ
マ
み
ま
I

 

た
0



弘法堂
河田町西光坊にある弘法堂には、 
弘法様と石地蔵がまつられています。 
おもかる様は木地蔵のことで、天保 
（1830年）以前の作と伝えられていま 
す。蓮座に文字がありますが、うす 
れて読めません。
現在の祠は明治の終わりごろ、村 
の七人の有志が八十八力所巡拝の旅 
に出て、各地で募金し建立したもの。 
石地蔵は、七墓参りの巡拝行者がこ 
の滴に預けていったものです。
このおもかる様にお参りすると、

“ボックリ”と安楽死ができるとい 
う評判0遠方からの参拝者も随分あ 
るようです。
同じようなおもかる様は、笠田釈 

迦堂にもあります。

弘法堂（河田町西光嵌53）

■弘法當

弘
法
堂
の
木
地
蔵
 

(

お
も
か
る
様
)

す
る
と
、
お
地
蔵
さ
i
は
輕
々
と
持
ら
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

「あ
り
が
た
い
こ
と
じ
や
。
婆
さ
ん
の
病
気
は
ょ
く
な
る
ぞ
」

と
喜
ん
で
家
！一
婦
リ
「お
婆
さ
ん
、
喜
べ
や
、

お
地
蔵
さ
ま
が
病
気
が
な
お
る
と
お
告
げ
く
だ
さ
つ
た
ょ
」

と
事
の
一
部
始
終
を
語
リ
ま
し
た
。

そ
I
マ
お
婆
さ
ん
の
病
は
お
告
げ
通
リ
よ
く
な
リ
1
1
た
。

こ
の
こ
と
が
村
中
に
広
i
リ
、
近
卿
か
ら
も

「お
も
か
る
様
」
と
I
t
 

菜
く
信
印
さ
れ
る
よ
う

1:な
つ
た
ん
だ
と
さ
。

昔
は
至
る
所
で
見
ら
れ
た

 

竹
林
や
松
林
。
次
第
に
少

 

な
く
な
つ
て
は
い
る
も
の
 

の
近
隣
の
市
町
に
比
べ
た
 

ら
ま
だ
ま
だ
多
い
。
今
で
 

も
タ
ヌ
キ
や
キ
ツ
ネ
を
見

 

た
と
い
う
話
は
よ
く
聞
く
。

ず
っ
と
、
ず
っ
と
昔
の
こ
と
、て
す
0

笠
田
島
に
大
へ
んy

の
や
さ
し
い

老
人
が
い
ま
I
た
。

ぁ
る
寒
い
冬
の
夜
、

と
う
？
っ
雪
が
降
リ
出
I
、

ピ
ユ
ウ
ピ
ユ
ウ
と
音
を
立
マ

北
風
が
吹
き
荒
れ
マ
い
1
1
た
。 

老
人
は
夜
な
べ
仕
事
を
終
わ
っ
マ
 

大
戸
を
閉
め
U
か
か
リ
ま
し
た
。 

そ
の
と
き
、
真
っ
白
1:雪
を
か
ぶ
 

っ
た
動
物
が
家
の
中
へ
こ
ろ
げ
込
ん
で
き
ま
し
た
。

老
A
liび
っ
く
り
し
マ
息
が
止
ま
リ
そ
う
に
な
リ
i
l
た
0

 

よ
く
見
る
と
ヤ
セ
細
っ
た
タ
ヌ
キ
で
す
。

病
気
の
せ
い
か
栄
養
失
調
の
た
め
か
、
ま
る
で
キ
ツ
ネ
の
顔
の
よ
う
1: 

と
ん
が
つ
マ
見
え
ま
す
。

タ
ヌ
キ
は
助
Itを
求
め
る
よ
う
に
、
そ
の
場
！i

う
ず
く
ま
っ
マ
し
ま
い



ま
し
た
0

老
人
ti外
へ
追
い
出
そ
ぅ
と
思
い
ま
し
た
が
、
あ
ま
リ
に
も
気
の
毒
な
 

姿
を
見
マ
根
が
情
深
い
人
で
す
か
ら
、
今
、
戸
外
へ
追
い
出
し
た
ら
 

き
つ
と
寒
さ
の
た
め
;*ぇ
死
ん
て
1
1
ぅ
だ
ろ
ぅ
、

雪
の
や
む
ま
で
と
思
い
ワ
ラ
束
を
縁
の
下
に
敷
い
マ
や
リ
ま
し
た
。 

き
つ
と
お
な
か
も
す
か__>

マ
い
る
^
ろ
う
と
残
飯
も
与
え
ま—

>

 

た
。

タ
ヌ
キ
は
縁
の
下
で
こ
ioごX
食
べ
始
め
ま
し
た
。

そ
の
う
ら
、
滿
腹
に
な
つ

た
ら
し
く
、
ワ
ラ
束
の
上
 

で
寝
マ
し
ま
い
1
し
た
。 

翌
朝
、
老
人
は
タ
ヌ
キ
を
 

追
い
出
そ
う
と
考
え
マ
い
 

ま
し
た
が
、
次
の
日
も
、 

ま
た
次
の
日
も
雪
降
り
で
 

と
う
と
う
三
日
間
も
泊
め
 

マ
1
ま
ハ
1
1
た
0

四
日
目
に
や
っ
と
雪
が
や

ん
だ
の
で
外
へ
追
い
出
し

ま一*

た
が
、
夜
に
な
る
と

タ
ヌ
キ
は
i
る
で
自
分
の

住
み
家
の
ょ
う
U
縁
の
下

へ
虔
っ
て
く
る
の
で
す
。

そ
し
マ
と
う
と
ラ
ー
王
み
つ
 

い
マ
し
ま
V'ま
し
た
。

タ
ヌ
キ
は
二
、
三
力
月
も
す
る
と
見
遠
ぇ
る
ょ
う
に
元
気
1:な
つ
マ
、 

つ
や
つ
や
と
太
つ
マ
き
ま
し
た
。

そ
し
マ
老
人
の
家
に
タ
ヌ
キ
が
住
み
つ
い
た
こ
 

と
が
、
村
中
に
次
々
と
広
が
つ
マ
い
き
ま
し
た
。 

村
の
若
者
た
ら
は
「こ
つ
そ
リ
タ
ヌ
キ
を
捕
ら
 

ぇ
タ
ヌ
キ
汁
を
つ
く
ろ
う
」
と
相
談
し
マ
い
i

 

L
た
。
そ
の
こ
と
を
耳
に
し
た
老
人
は
 

「た
と
ぇ
タ
ヌ
キ
で
も
神
様
か
ら
命
を
«
か
つ



もらい風呂の折に 
語られた昔話
昔の川島町には、竹やぶや松林 
などが至る所にありました。木や 
竹などが生い繁り、人通りも少な 
く、動物の住み家にもなっていた 
ようです。
古老の話では、ウサギやキツネ、 
タヌキなどは森や林の中はもとよ 
り、人家周辺でさえよく見かけた 
ものだ、ということです。
そういった当時の習憤の〗つに 

*もらい風呂，がありました。風 
呂をわかすと隣近所が互いに呼び 
合って入るというものです。そし 
てこの、もらい風呂で待っている 
間に、いろいろな昔話が語られて 
いたとのこと。

「たぬきの恩返し」の話も、笠 
田町の古老がもらい風呂の折に聞 
いたものだそうです。
ほかにもキツネに化かされた話 
や、キツネが人に乗り移った話も 
聞いたそうですが、この話が一番 
印象深く、今も当家は栄えている 
とのことで、こうして取り上げま 
した。

マ
い
る
の
^
。

そ
ん
な
か
.h
い
そ
ぅ
な
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
、
そ
の
夜
こ
つ
そ
リ
と
 

タ
ヌ
キ
を
遠
く
の
森
へ
逃
が
し
マ
や
リ
ま
し
た
0

 

そ
の
後
、
冬
も
終
^
リ
春
も
過
ぎ
マ
暑
い
夏
が
来
ま
し
た
。

ぁ
る
日
、
老
人
が
畑
仕
事
か
ら
家
に
虔
る
と
、
井
戸
端
の
梳
の
中
U
新
 

鮮
な
魚
が
た
く
さ
ん
入
れ
-T
あ
リ
ま
し
た
。

近
所
の
だ
れ
か
が
届
け
マ
く
れ 
r

 

た
と
^
つ
マ
次
々
と
尋
ね
1
し
 

た
が
、
皆
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。

「ふ__>

ぎ
な
こ
と
が
あ
る
も
ん
 

だ
」
と
、
老
人
は
言
い
な
が
ら
、

料
理
し
t
食

べ

た

。

秋
に
は
マ
ツ
タ
ケ
な
ど
の
キ
ノ
 

コ
が
い
つ
ぱ
い
届
け
ら
れ
1
し
 

た
0「あ

リ
が
た
い
こ
と
じ
や
。
だ

避

.

.

、一

れ
が
塔
け
マ
く
だ
さ
る
の
だ
ろ
•

っ
。

一
度
お
札
を
言
い
た
い
.
」
と
、
老
人
は
^
い
ま
し
た
が
、
な
か
な

か
居
け
主
(i見
つ
か
リ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
あ
る
大
雪
の
日
、
だ
れ
一
人
訪
れ
る
者
も
な
い
の
U
、
い 

つ
も
の
所
に
山
の
木
の
実
が
た
く
さ
ん
置
い
t
あ
リ
ま
し
た
。

そ
の
時
、
老
人
は
雪
の
中
1:消
ぇ
か
け
マ
い
る
タ
ヌ
キ
の
足
跡
を
見
つ
 

け
ま
し
た
。

老
人
(i「あ
リ
が
た
い
こ
と
^
。
あ
の
と
き
の
タ
ヌ
キ
が
届
け
マ
く
れ
 

た
の
か
」
と
、
手
を
合X

せ
マ
ぅ
れ
し
泣
き
し
た
そ
ぅ
な
。



キ̂
本

L
c2

昔
、
木
曾
川
(:面
し
た
松
倉
の
牛
子
渡
し
に
気
の
優
し
い
若
い
船
頭
 

さ
ん
が
い
ま一

>

 

た
。

独
リ
身
だ
っ
た
も
ん
で
、
渡
し
場
の
番
小
屋
で
寝
る
こ
と
が
多
か
っ
た
 

と
0

あ
る
映
の
こ
と
、

い
つ
も
の
ょ
ぅ
U
川
^
の
番
小
屋
で
眠
っ
マ
い
る
と
、
ふ
と
、
真
夜
中
 

1:目
ざ
め
ま
し
た
。

F
r

耳
を
す
ま
す
と
、
人
の
^
ぶ
声

r
^

，ま
す

見
る
と
向
こ
う
岸
1:一
人
の
娘

が
立
つ
マ
「お
渡
し
く
だ
さ
い

ま
せ
」
と
優
I
い
声
で
呼
ん
で

い
る
で
は
ぁ
リ
ま
せ
ん
か
。

「こ
の
真
夜
中
に
、
ど
こ
へ
行

き
な
さ
る
◦
罕

t
へ̂
婦
ん
 

な
せ
い
」
と
、
な
ん
ど
言
う
マ
 

も
滞
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
。

し
き
リ
(:手
招
き
す
る
の
で
、 

や
む
な
く
舟
を
出
し
ま
し
た
。 

「若
い
女
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
て
、 

い
つ
た
い
何
を
し
t
い
る
の
じ
や

な
も
」
若
者
が
声
を
か
け
る
と
、 

'雄
は
靜
か
に
頭
を
上
げ
ま
し
た
。



渡し場の船頭が語り伝えた
牛子渡しは別名松倉渡しとも呼ばれ、
中山道那加駅（現各務原市那加）から木 
曽川を渡り、尾張一宮に至る古道の要所 
として、封由渡しとともに早くから開け 
ました。
この物語は、渡し場に集まる船頭たち 

が語り伝えてきたものです。
昔、川島の中には、若い衆が夜、遊び 
に行くところがありませんでした。行く 
としたら、川を渡った一宮か那加。盛り場 
の女性たちとの一夜限りの恋もあったで 
しょう，.物語は、夜遊び先の女性との別れ 
を象徴したものと首ってもよいでしょう。
牛子渡しの対岸、下中屋村弥平島は、 
昔も今も民家のほとんどない松林、ロマ 
ンチックな昔話の舞台としては、格好の 
場であったようです。

◊ 〇
さらに、この昔話には、次のような背 

景があったのではないでしようか。
当時の川島の主産業は船業と養蚕貧 
しい村で、女性の労働も大変きつかった 
ようです。「川島に嫁をやると殺される」。 
少々大げさですが、近在にはこんな話も 
伝わり、川島の若者は結婚相手探しに苦

物語は若い船頭の夢と、現実の厳しさ 
が交ざり合ってできたものなのでしよう。

<0 ◊
牛子渡しは昭和37年、下流約500Gに 
できた川島大橋の開通で廃止され、長い 
役目を終えました，商人、旅人、船頭た 
ちが歩いた船着き場の石畳も、昭和40年 
代の築堤護岸工事に埋もれてしまいまし
た。

渡し場跡には、水路の安全を祈る金成 
羅大_瑣の常夜灯だけが残り、往事をし 
のぶよすがとなっています。

目
と
目
が
合
つ
た
と
き
、

娘
は
ほ
お
を
ほ
ん
の
リ
と
 

赤
く
I
マ
い
ま
し
た
0

 

「私
は
家
が
ぁ
リ
ま
せ
ん
。

親
兄
弟
も
お
リ
ま
せ
ん
」

そ
う
言
う
目
の
あ
た
リ
の
い
じ
ら
し
さ
に
 

や
る
せ
な
く
な
つ
た
若
者
は
、

娘
を
抱
き
上
げ

舟
に
乗
せ
マ
し
ま
い
ま
し
た
。

娘
U
う
れ
し
そ
う
U
顔
を
上
げ
、

な
に
か
う
な
ず
い
た
よ
う
な
そ
ぶ
リ
で
し
な
 

自
分
の
嫁
に
で
も
.
〇

艚
を
操
リ
な
が
ら
そ
う
言
い
か
け
マ
(iや
め
、
ま
た
言
い
か
け
マ
は
や
 

め
る
う
ら
に
舟
は
沖
へ
出
ま
し
た
。

意
を
決
め
マ
後
ろ
を
振
リ
返
っ
た
と
き
、
あ
の
器
量
の
い
い
娘
の
姿
は
 

消
え
マ
い
ま
し
た
。

呼
べ
ど
呼
べ
ど
、
そ
の
映
は
二

度
と
姿
を
見
せ
1
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
後
、
若
者
の
、姐
を
思
うy

が
天
に
通
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

美
し
い
'姐
が
夜
ご
と
に
来
マ
は
、

明
け
方
に
婦
っ
マ
い
く
日
が
続

い
た
そ
う
で
す
。

な
ん
て
も
、
き
つ
ね
と
い
う
名
は
、

"

来
マ
寝
る
，/
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
つ
い
た
と
も
伝
え
ら
れ
マ
い
ま
す
0

慧



昔
、
む
か
し
、
木
曾
川
の
>#流
の
中
に
、
三
斗
山
島
と
 

い
う
中
洲
の
島
が
あ
っ
た
そ
う
な
。

そ
の
島
(1三
十
軒
ば
か
リ
の
小
さ
な
村
里
で
、
ま
わ
リ
が
 

木
曾
川
の
流
れ
に
囲
ま
れ
マ
、
と
マ
も
靜
か
な
美
し
い
景
 

色
の
村
だ
っ
た
そ
う
な
。

そ
こ
U
住
ん
で
い
る
人
々
も
み
ん
な
気
の
や
さ
し
い
人
た
 

ら
ば
か
リ
で
、
村
中
が
仲
ょ
く
助
It合
っ
マ
暮
ら
し
マ
い
 

た
ん
だ
と
。

そ
れ
が
大
正
の
終
わ
リ
ご
ろ
川
筋
を
ま
っ
す
ぐ
(:す
る
た
 

め
に
、
村
中
が
住
み
な
れ
た
島
を
立
ら
の
い
マ
新
し
い
土
 

地
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
と
。

そ
し
マ
寂
し
い
思
い
で
移
転
も
終X
リ
、
や
っ
と
み
ん
な
 

が
落
ら
つ
い
た
生
活
に
な
り
、
再
び
靜
か
な
村
里
に
な
っ
 

マ
き
た
折
、
大
変
な
さ
ioぎ
が
持
ら
上
が
っ
た
ん
だ
と
。 

大
き
な
さ
わ
ぎ
と
い
う
の
は
、
一
人
の
漁
師
が
仕
事
を
終
 

ioつ
マ
#
か
ら
家
に
婦
る
夜
道
で
、
人
魂
を
見
た
と
い
う

か
つ
て
三
斗
山
島
が
あ
つ

たI

帯=

町
民
会
館
屋
上

か
ら
西
方
を
望
む

:
っ
^
さ
"
だ
つ
た
と
。

村
の
中
で
も
人
魂
を
見
た

と
い
う
人
々
が
あ
ら
わ
れ

「青
白
い
光
を
し
マ
長
い

し
っ
ぽ
の
よ
う
な
尾
を
ひ

い
マ
通
リ
す
ぎ
た
」
と
か
、

「
い
や
、
わ
し
が
見
た
の

11赤
黄
色
の
漁
火
の
よ
う
 

だ
っ
た
」
と
か
。

だ
ん
だ
ん
、
う
わ
さ
が
大
き
く
な
っ
て
広
ま
リ
、
子
供
や
女
 

た
ら
が
こ
^
が
っ
マ
夜
は
家
の
外
へ
出
な
く
な
っ
マ
し
ま
つ
 

た
0

そ
こ
で
勇
気
あ
る
若
者
が
、

「よ
し
、
今
映
俺
が
見
^
け
マ
や
る
」
と
意
気
ま
き
、

一
晩
中
外
で
人
魂
の
出
る
の
を
見
張
っ
マ
い
た
が
、
一
向
に
 

人
魂
は
出
ず
、
そ
ん
な
"

う
わ
さ
"
は
デ
マ
；V

と
い
う
こ
と



三斗山島
三斗山島は木管川河）I i敷の細長い 
中洲で、面積は5万5,000m’。笠田島 
と渡島の間に位置し、30t&*180人余 
の人々が度々の洪水にもひるむこと 
なく、互いに助け合ってうるわしい 
ネオ里をつくっていました。
ところが、大正12年から始まった 

木II川新河道形成工事のため、大正 
1辟までに村中が全戸移転。三斗山 
島は全島、木曾川本流の河床となっ 
てしまいました。
移転50周年を迎えた昭和50年、三 
斗山島の東端であった111島大橋南詰 
に、父祖の住みついた故郷•三斗山 
島を去った30tft薄の後継者の人たち 
により、記念の石碑がたてられまし 
た=写真=。碑の表には「三斗山島 
の跡jと亥1|まれ、裏には当時の戸主 
名などがS己されています。

.
/
く

s,分
'
'

'.:

U
な
つ
た
ん
^
と
。

と
こ
ろ
が
数
日
後
、
ま
た
人
魂
を
見
た
と
い
う
人
た
ら
が
出
マ
き
マ
、 

再
び
村
中
が
大
さX

ぎ
に
な
つ
た
そ
う
な
。

一
人
だ
け
見
た
と
い
う
な
ら
疑
い
た
く
も
な
る
が
、
続
い
マ
ニ
人
三
人
 

と
見
た
人
が
ふ
え
マ
き
た
と
。

そ
1
マ
そ
の
人
魂
は
、
元
の
三
斗
山
島
の
お
墓
か
ら
出
る
と
い
う
評
判

に
な
つ
た
。

立
ら
の
き
の
終
ioつ
た
島
U
U
讓
も
住
ん
で
い
な
い
し
、
お
墓
も
取
リ
 

去
ら
れ
マ
I
ま
つ
マ
い
る
ん
だ
よ
。

そ
こ
で
、
村
の
古
老
た
ら
が
相
談
の
上
、
元
の
三
斗
山
島
1:み
ん
な
で
 

出
か
け
、
お
墓
の
あ
つ
た
所
を
掘
リ
お
こ
し
て
調
べ
た
ん
だ
と
。 

す
る
と
、と
ラ
し
た
こ
と
だ
ろ
-

つ
。

一
つ
だ
け
石
塔
が
残
つ
マ
い
る
の
が
見
つ
か
つ
た
ん
だ
と
。

「こ
れ
は
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
た
。
お
墓
を
移
す
時
よ
く
調
べ
た
の
 

U
。
き
つ
と
#L

一
理
れ
マ
、
気
づ
か
な
か
つ
た
の
だ
ろ
う
」
と
、
さ
つ
 

そ
く
み
ん
な
で
読
経
の
上
、
新
し
い
墓
地
へ
移
し
か
え
た
そ
う
な
。

そ
れ
か
ら
は
、
人
魂
が
出
る
と
い
ぅ
 

"

ぅ
わ
さ
"
(1全
く
な
く
な
つ
た
と
 

さ
。

h
w讀



天
正
14年
.

ご
ろ
の
川
島
周
 

辺
の
川
の
流
れ

昔
、
連
日
の
大
雨
続
き
で
、
昼
な
お
暗
く
、
豪
雨
の
襲
来
U
人
々
が
 

恐
々
と
し
マ
い
た
と
き
が
あ
つ
た
そ
ぅ
な
0

村
の
人
々
は
降
リ
統
く
雨
を
(:く
ら
し
げ
U
見
上
げ
な
が
ら
つ
ぶ
や
い
 

マ
ぃ
た
。

「困
つ
た
こ
と
じ
や
。

ど
れ
だ
け
降
つ
た
ら
降
リ
や
む
ん
や
ろ
。

こ
の
ぶ
ん
や
と
、
ま
た
堤
が
切
れ
る
か
も
し
れ
ん
」
「こ
の
前
の
大
水
 

で
床
の
上
ま
で
水
浸
し
に
な
っ
た
ば
か
リ
な
の
に
、
神
様
や
仏
様
U
ど
 

う
し
マ
俺
た
ら
の
所
ば
か
リ
苦
し
め
る
ん
や
ろ
」
村
中
の
道
は
、
ま
る

で
小
さ
な
川
の
ょ
う
に
流
れ
、
畑

U
は
も
う
、
う
ね
に
水
が
つ
い
マ

ぃ
た
。

木
曾
川
の
本
流
で
(i、
*
<
(:r

つ
た
水
が
波
が
し
ら
を
た
マ
マ
、

ま
る
で
狂
っ
た
ょ
う
U
下
流
へ
流

れマ
：；.

た
。

そ
ん
な
夜
「カ
ー
ン
、
カ
ー
ン
、

カ
ー
ン
」
と
半
鐘
が
鳴
っ
た
。

村
人
た
ら
は
、
み
の
、
か
さ
(:身

を
か
た
め
マ
堤
へ
急
い
だ
。

も
う
早
く
か
け
つ
け
た
人
た
ら
a
、

俵
に
土
を
つ
め
、
そ
れ
を
繩
で
1

っ
か
リ
く
く
り
、
堤
の
上
U
積
み

上
げ
マ
い
る
。

集
ま
っ
マ
き
た
村
人
U
、
み
ん
な



木曾川沿いの各地に伝わる 
「ヤロカの大水」
信濃の烏居峠を源とする木曾川は、途 
中、無数の細流を集め、濃尾平野を網の 
目のように流れています。昔から木曽三 
十六流ともいわれ、一度洪水ともなれば 
本流、派川が自在に連流し、河道の変運 
が極めて激しく、災害もはなはだしいも 
のでした。このため「暴れん坊木曾川」 
の異名さえあります。
「ヤロカの大水」の伝説は川島町のほか、 

江南、太田、犬山、扶桑、大口など、木 
曾川沿いの村々各地に伝わっています。
江南市の船若地区にはこんな話もあり 

ます,，船若には中と下はあっても上はな 
い、というのも「ヤロカの大水」によっ 
て上船若地区が流されてしまったからだ、 
というものです。
いずれにしても史実のかげに咲いた伝 

脱であり、川島の人々や木曽川沿いの人 
々がいかに洪水に苦しめられてきたかを 
物語る伝説と言えるかもしれません。

いつの時代かはっきりしない
さてヤロカの大水は、いつの時代の洪 

水だったのでしょうか？木曾川の洪水は 
古代から近世にかけて何度も起きていま 
す。ですから、どれがヤロカの大水に相 
当するかは、はっきりしていません。
ちなみにこの地方の大洪水を、年代順 

に記しておくと…
♦景雲3年（769年）•宝亀6年（775年） 
•貞観7年（865年）•天正14年（1586年） 
*慶長〗5年（1610年）*元和3年（1617年） 
*貞享4年（1687年）*享保6年（1721年） 
•天明6年（1786年）♦安政4年（1857年） 
と、数多く、河川改修が行われる昭和初 
期まで続きます。

必
死
U
な
っ
て
土
の
う
つ
く
リ
U

 

励
ん
だ
。

と
、
そ
の
う
ら
暗
黒
の
雲
の
中
か
 

ら
激
し
い
雨
音
と
と
も
U
「ヤ
ロ
 

カ
ー
、
ヤ
ロ
カ
ー
」
と
い
う
声
が
 

不
気
味
1:間
こ
ぇ
マ
き
た
。 

み
ん
な
び
つ
く
リ
し
マ
自
分
の
耳
 

を
疑
つ
た
。

「俺
も
間
い
た
」

「
わ一

>
1
:
も

間

こ

ぇ

た

」 

村
人
た
ら
は
卜
声
で
さ
さ
や
き
、

ヤ
ロ
カ
ー
と
い
う
声
の
方
を
見
上
 

げ
T
、
み
ん
な
で
ふ
る
え
マ
ぃ
た
 

そ
う
な
。

そ
の
う
ら
、
気
の
短
か
い
村
人
が
、 

が
ま
ん
で
き
な
く
な
つ
マ
大
き
な

声
で
叫
ん
/

f'そ
う
な
。

「
ヨ
コ
サ
バ
ヨ
コ
セ
1
」

す
る
と
恐
ろ
し
い
雷
鳴
と
と
も
に
、
そ
れ
こ
そ
盆
を
ひ
つ

く
リ
返
し
た
ょ
う
な
大
奈
雨
が
降
リ
I
き
リ
、
川
水
11一

度
に
津
波
の
ょ
う
1:ふ
く
れ
上
が
リ
、
堤
は
た
ら
ま
ら
切

れ
、
田
や
畑
(iも
ら
ろ
ん
、
人
や
馬
、
家
や
財
産
が
水
の

底
に
沈
み
、
み
ん
な
ifし
流
さ
れ
マ
し
ま
つ
た
そ
う
な
。 

俗
U
、
こ
の
大
水
を
「ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
と
呼
ん
だ
そ
う



crひ
冬

く

 
U
A
 
.
P

む
か
し
、
む
か
し
、
渡
島
に
た
い
へ
ん
夫
婦
仲
 

の
ょ
い
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
住
ん
で
い
た
。 

お
じ
い
さ
ん
ti弥
五
七
と
呼
ば
れ
マ
い
た
そ
ぅ
な
。 

一
一
人
(1ま
る
で
、
お
I
ど
り
の
ょ
ぅ
(:仲
睦
ま
じ
 

く
連
れ
だ
つ
マ
出
か
け
、
村
の
人
々
に
う
ら
や
ま
 

れ
マ
い
た
ん
だ
と
。

と
こ
ろ
が
ど
う
し
た
こ
と
か
、
二
人
の
間
に
子
供
 

が
授
か
ら
な
い
の
で
、
ど
こ
と
な
く
寂
し
そ
う
だ

子
供
の
な
い
寂
し
さ
を
紛
ら
^
す
よ
う

に̂

五
七
さ
ん
は
朝
早
く
か
ら
夕
方
遲

く
ま
で
細
仕
事
や
大
工
仕
事
に
励
む
動

き
者
だ
っ
た
。

仕
事
の
暇
を
見
マ
は
、
あ
ら
こ
ら
の
お

宮
や
ぉ
寺
、
地
蔵
様
や
觀
音
様
な
ど
U

「子
供
が
生
ま
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
 

願
し
た
が
、
だ
め
だ
っ
た
。

そ
こ
で
^
五
七
さ
ん
{1、
竹
を
育
マ
る
 

こ
と
に
努
め
た
そ
う
な
。

夏
に
は
朝
早
く
か
ら
堤
や
渡
船
場
近
く
 

の
道
や
川
原
の
草̂
:

リ
を
し
マ
、
村
中
 

の
人
た
ら
が
通
り
や
す
い
よ
う
に
し
マ
 

や
リ
、
さ
ら
に
は
Ĵ
リ
取
っ
た
草
は
堆
 

肥
に
し
t
細
や
竹
較
に
入
れ
マ
や
っ
た
。 

竹
の
成
長
を
わ
が
子
の
よ
う
U
見
守
り
、



かX
い
が
つ
マ
や
つ
た
そ
う
な
。

冬
の
雪
が
降
っ
た
日
1:は
一
本
一
本
雪
落
と
1
を
1
マ
、
竹
が
折
れ
な
 

い
ょ
う
に
し
た
ん
だ
と
、
そ
れ
で
^
五
七
さ
ん
の
竹
や
ぶ
は
、
近
卿
近
 

在
に
な
い
竹
が
育
っ
た
。

遠
く
江
戸
や
京
都
の
方
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
買
い
1:来
る
竹
商
人
も
い
マ
、

從
五
七
さ
ん
の
竹
11高
い
値
で
亮
れ
た
そ
う
な
。

お
金
が
た
ま
る
と
弥
五
七
さ
ん
は
、
み
ん
な
の
た
め
U
使
つ
た
ん
だ
と
。 

渡
船
の
費
用
に
一
*

た
リ
、
道
直
し
の
金
に
当
マ
た
リ
し
マ
、
決
I
t
お
 

金
の
あ
る
こ
と
を
自
慢
す
る
ょ
う
な
人
て
(1な
か
っ
た
。

だ
か
ら
村
中
の
人
か
ら
好
か
れ
「弥
五
七
さ
ん
、
弥
五
七
さ
ん
」
と
、 

慕
わ
れ
マ
い
た
。

ま
た
称
五
七
さ
ん
は
、
外
出
の
と
き
は
い
つ
も
腰
に
袋
を
下
げ
マ
出
か
 

け
、
落
ら
穂
や
木
の
実
な
ど
を
拾
い
集
め
マ
い
た
。

そ
し
て
雪
の
降
つ
た
日
な
ど
、
庭
先
や
竹
や
ぶ
1:来
る
小
鳥
た
ら
1:そ
 

れ
を
字
え
、
い
つ
く
し
ん
で
い
た
そ
う
な
。

と
こ
ろ
が
あ
る
年
、
お
ば
あ
さ
ん
が
傲
き
す
ぎ
マ
病
気
に
な
つ
マ
し
ま

っ
た
〇

弥
五
七
さ
ん
は
一
生
 

懸
命
看
病
し
マ
や
っ
 

た
が
、
そ
の
か
い
も
 

な̂
.
^

亡
^
^

な
つ
マ
し

ま
つ
た
〇

弥
五
七
さ
ん
U
悲
し
 

み
の
ぁ
1
リ
自
分
も

矣
床
に
犬
し
マ
I
ま
つ
た
そ
ぅ

な
0

村
中
の
人
が
代
わ
る
代
^
る
見

舞
に
行
っ
マ
看
病
し
た
。

ぁ
る
日
弥
五
七
さ
ん
は
「村
の
 

衆
、
い
つ
も
み
ん
な
で
お
見
舞
 

い
U
来
マ
ら
ょ
ぅ
マ
お
お
5
1: 

も一
>

も
、
わ一

•

が
死
ん
だ
ら
、

A



弥五七さん
この民話は、昭和63年に当時川島中 
学校3年の川瀬真由美さんが、郷土に 
伝わる古い話の研究をした資料を基に、 
さらに数名の古老から聞き取りをして 
まとめられました。
渡町には250年余り前から“弥五七さ 
んの供養”という伝統ある察耙が続け 
られています。この供養は渡の東組（川 
瀬の組）の人が交代で当たっています。
弥五七さんの石碑は、弥五七さんの 

竹やぶの中にありましたが、現在は移 
し変えられて渡の墓地に建てられてい 
ます。表には「南無阿弥陀仏」と記さ 
れ、横に寛政10年（1798年）とありま 
すから、ここへ移し変えられたのは今 
から約191年前ということになります。
また、川瀬信治さん宅では、二百回 

忌法要の折の木札が見つかりました。 
これには「俗名弥五七二百回忌法要 
享保十九年二月十三日往生釈道隆信 
士jと書かれています。弥五七さんは 
今から225年前に亡くなったことがわ 
かる貴重な資料です。赫

渡の墓地内にある弥五七さんの石碑

あ
の
竹
や
ぶ
を
村
の
た
め
1:役
立
マ
マ
く
だ
さ
れ
 

や
」
と
言
い
置
い
マ
、
数
日
後
静
か
U
眠
る
ょ
ぅ
 

に
亡
く
な
つ
た
ん
だ
と
0

弥
五
七
さ
ん
の
お
弔
い
の
後
優
I
 

く
t
親
切
だ
つ
 

た
弥
五
七
じ
い
さ
ん
を
村
中
で
供
養
す
る
こ
と
が
 

決
ま
リ
、
今
で
も
M:い
マ
い
る
そ
う
な
。4

け

F
H
I

昔
、
む
か
し
、
そ
の
む
か
I
笠
田
の
村
は
た
び
た
び
木

曾
川
の
洪
水
U
悩
ま
さ
れ
マ
い
た
そ
う
な
。

あ
る
年
の
こ
と
、
毎
日
毎
日
雨
が
降
リ
統
い
マ
、
木
曾
川

の
水
i
見
る
見
る
う
ら
に
か
さ
を
^—>

マ
、
そ
こ
ら
あ
た

リ
ー
面
水
び
た
し
に
な
つ
マ
し
ま
つ
た
。

そ
の
こ
ろ
木
曾
川
の
本
流
ti今
ょ
り
も
北
の
長
森
あ
た
リ

を
流
れ
と
つ
た
ん
だ
。

こ
こ
ら
あ
た
リ
は
、
ふ
だ
ん
は
小
川
の
ょ
う
な
水
の
流
れ



じ
や
つ
た
そ
ラ
な
〇

だ
が
あ
の
映
の
川
U
い
つ
も
と
遠
っ
マ
、
ご
う
ご
う
と
も
の
す
ご
い
音
 

を
た
マ
マ
木
曾
川
の
流
れ
を
変
え
マ
1
1
っ
た
ん
だ
と
。

小
川
の
よ
う
な
流
れ
も
海
の
よ
う
な
様
子
1:変
わ
っ
マ
し
ま
っ
た
0

 

そ
し
マ
人
宗
よ
リ
も
一
段
と
小
高
い
と
こ
ろ
U
緊
っ
マ
あ
る
氏
神
さ
ま
 

の
お
社
U
も
水
が
つ
き
は
じ
め
マ
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
村
の
元
老
た
ら
は
、
ホ
 

ラ
貝
を
吹
い
た
リ
ー
本
太
鼓
を
 

た
た
い
た
リ
し
マ
、
村
の
危
急
 

を
み
ん
な
に
知
ら
せ
た
ん
だ
と
。

「こ
ん
な
恐
し
い
こ
と
生
ま
れ
 

マ
は
じ
め
-T
^'/
」

「1
る
で
海
の
中
に
い
る
よ
う
 

だ
ヮ
」

Ffリ
し
き
る
雨
の
中
、
S
を
か
 

む
リ
ミ
ノ
を
着
マ
村
の
衆
が
集

i
;x
?r

1
つ
マ
き
た
。

「も
ぅ
だ
め
だ
/
東
の
突
堤
が
切
れ
マ
し
i
っ
た
ぞ
一
」

「お
い
、
氏
神
様
も
危
い
ぞ
/
」

「氏
神
様
の
お
ヤ
シ
ロ
だ
け
で
も
移
し
た
ら
ど
う
じ
や
/
」

そ
し
マ
相
談
の
結
果
、
氏
神
様
の
お
ヤ
シ
ロ
を
お
移
し
す
る
こ
と
1:な

つ
た0

氏
子
の
中
か
ら
水
泳
の
達
人
二

人
が
選
ば
れ
、
庄
屋
、
神
主
も

と
も
U
舟

1:乗
リ
こ
み
、
荒
れ

狂
う
大
水
の
中
を
お
社
へ
と
';t
 

、ぎ
寄
せ
マ
い
つ
た
そ
う
な
。 

と
こ
ろ
が
川
の
水
は
い
つ
そ
う
 

増
ぇ
、
高
い
波
を
た
マ
マ
お
社
 

に
ぶ
ら
当
た
り
、
今
に
も
流
さ
 

れ
ん
ば
か
り
。

さ
ら
1:風
雨
も
一
段
と
強
ま
つ



古文書に記された民話
笠田町の自滅神社は、昭和60年11月、
白雉社に昇格した由緒ある神社です。
「尾張国神名帳,に撻=莅川島天神とあ 
るのは、この社と首われています。
また「葉栗見聞集には次のように記 
されています。「成被は川島十四ケ村の 
邊神にして祭礼は乏祭として往古より9 
月29日，，#時は庇*feの境内広くして諸木 
繁茂し、中には千年も経し梅の大樹あり 
しが天正14年尚茂#の洪水の1境地崩流 
して川となる。所_梅木川是也里民社を 
当地に移して再興し白神と称す」
この民g舌は「川嶋之神社白鬚大明神緑 

記」という古文香の中にあります。

八幡神社と九Bi袖のつWり
式内社川島神社については、奈良朝聖 
武天皇のころ（724~729年）、尾張国葉栗 
郡薄老郷河島村に祭られていた、という 
伝脱が残っています。しかし、銷座所在 
がつまびらかでなく、松倉上ノ島の神明 
神社（通称小島の宮）とか松倉前河原の 
櫂神社（通称奥村の宮）とも、また宮田の 
川島神社とも首われています。いずれも 
決定的な証拠はありません。
また「濃隔史略！という本には、岐南町 

徳田にあるAM神社は洪水で川島から流 
れてきたのだと記されています。
川島の人々が「神社を返してください」 
と頼みに来たけれど、徳田の人たちは「あ 
の大水で神社が流され、それが私たちの 
ところで止まったのも何かのご緑でしよ 
う。九所神社の神様は、きっとこの徳田 
に鎖座されたいのです。お返しするわけ 
にはまいりません。そのかわり、私たち 
の徳田八幡神社を、あなたがたのところ 
にお移ししましよう」と首うので、それ以 
来、九所神社は徳田にあるのだそうです。
川島町の八幡神社と徳田の九所神社に 
そんなつながりがあるとすれば、興味深 
い話です。

■•ミ

-T

マ
、
自
分
た
ら
の
舟
も
碎
け
 

か
か
っ
て
危
な
い
様
子
1:な
 

っ
マ
き
た
a

そ
こ
で
二
人
U
「も
ぅ
こ
れ
 

で
は
社
殿
を
お
移
し
す
る
こ
 

と

tirvn

な

い

」

と

^
い
、 

や
む
な
く
舟
か
ら
水
び
た
I

 

一一な

っ
て
い
る
社
殿
の
中
へ

飛
び
移
っ
た
。

そ
し
て
社
殿
の
扉
を
開
け
、

ご
神
体
を
一
体
ず
つ
ふ
と
こ
 

ろ
に
入
れ
、
帯
で
上
下
を
I

 

つ
か
リ
ゆ
わ
え
た
ん
だ
と
。

雨
手
を
合
ioせ
マ
お
祈
リ
し
、 

荒
れ
狂
う
洪
水
の
中
へ
飛
び
込
ん
だ
そ
う
な
。

い
か
に
水
泳
の
達
人
で
も
助
か
る
ま
い
と
思
わ
れ
た
の
に
、
不
思
議
や

不
思
議
、
二
人
の
泳
ぐ
ぁ
た
リ
は
妙
U
波
は
静
ま
リ
、
流
れ
は
ゆ
る
く

な
っ
マ
無
事
岸
1:泳
ぎ
つ
き
、
ご
神
体
を
助
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
ん

だ
と
。

こ
の
大
洪
水
て
人
家
も
社
殿
も
御
輿
も
み
ん
な
流
さ
れ
マ
し
ま
つ
た
そ

ぅ
な
。

境
内
の
千
年
も
た
っ
マ
い
る
と
い
ぅ
梅
の
木
も
、
一丈
余
リ
の
太
い
松

の
木
も
杉
の
木
も
、
す
つ
か
リ
失
つ
マ
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
神
様
の
ご
加
護
が
ぁ
っ
て
か
、
氏
神
様
の
r
神
体
だ
け
は
助

け
出
せ
、
氏
子
の
者
た
ら
は
波
を
流
し
マ
喜
ん
だ
と
さ
。



今
か
ら
何
百
年
も
昔
、 

小
網
の
辺
リ
U
人
索
は
 

数
ぇ
る
ほ
、と
1
か
な
く
 

ひ
な
び
た
村
里
で
し
た
。 

村
の
周
リ
は
竹
藪
ゃ
大

き
な
棒
の
木
が
、
いっ 

ぱ
い
生
い
茂
っ
マ
い
i

I
た
0

村
な
か
か
ら
南
の
大
川

ま
で
の
間
U
は
二
本
小
さ
な
川
が
流
れ
マ
い
ま
し
た
。

川
の
ふ
ら
に
は
柳
の
木
や
"

ウ
ド
ン
の
木
"
と
呼
ば
れ
マ
い
た
ハ
ン
ノ
 

キ
や
ク
ル
ミ
の
木
、
松
の
木
な
ど
が
昼
で
も
暗
い
ほ
ど
茂
っ
マ
い
ま
し
 

た
0

大
川
の
近
く
に
水
神
様
が
緊
ら
れ
マ
お
リ
、
そ
の
手
前
は
小
高
い
土
手

に
な
つ
マ
い
ま
し
た
。

土
手
に
は
松
の
木
や
女
竹
が
入
リ
交
じ
っ
マ
生
ぇ
て
お
り
、
ま
る
で
森

:潘

/•••

の
ょ
ぅ
U
昼
間
で
も
薄
暗
く
、

こ

^
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
I
た
。 

そ
の
こ
ろ
大
川
に
は
尾
張
の
国
、 

小
；i

村
へ
の
渡
し
舟
が
あ
っ
て
、 

小
網
と
小
^
と
て
半
年
交
替
の
 

当
番
で
渡
守
を
I
マ
い
ま
し
た
。 

秋
の
あ
る
日
、
小
網
の
彦
一
さ
 

ん
は
尾
張
の
親
せ
き
で
お
嫁
入

リ
が
あ
つ
マ
婦
リ
が
夜
に
な
つ

マ

し

ま

い

1
1
た
。

渡
し
守
は
昼
間
だ
け
で
船
頭
さ

ん
は
引
き
あ
げ
マ
し
ま
つ
マ
い

た
の
、て
、
小
^
の
次
助
さ
ん
U

頼
ん
で
川
を
渡
I
マ
も
ら
い
ま

し
た
〇

ご
桃
走
を
右
手
に
下
げ
、
左
手



がw

細■m ^

で
提
灯
を
持
つ
マ
足
元
を
照
 

ら
1
な
が
ら
、
と
ぼ
と
ぼ
と
 

歩
い
て
水
神
様
近
く
へ
さ
し
 

か
か
リ
ま
I
た
。

す
る
と
突
然
、
水
神
様
の
茂
 

み
の
中
か
ら
、
ビ
ュ̂
 —

ン
と
 

犬
の
ょ
ぅ
な
ヶ
モ
ノ
が
飛
び
 

出
し
マ
き
た
の
で
す
。

彦
一
さ
ん
は
腰
を
抜
か
さ
ん
 

ば
か
リ
U
び
つ
く
リ
し
ま
I

 

た
0

彦
一
さ
ん
が
後
ろ
を
振
リ
向
 

い
マ
も
、
そ
の
ケ
モ
ノ
は
逃
 

げ
も
せ
ず
、
飛
び
か
か
っ
て
 

く
る
気
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彦
一
さ
ん

の
後
の
方
に
つ
い
マ
く
る
で
は
ぁ
リ
ま
せ
ん
か
。

彦
一
さ
ん
は
何
だ
か
薄
気
味
悪
く
な
っ
マ
、
も
ら
っ
マ
き
た
ご
桃
走
を

少
し
取
り
出
し
マ
投
げ
t
や
リ
ま
し
た
。

す
る
と
そ
の
ケ
モ
ノ
は
後
を
つ
け
マ
く
る
こ
と
を
や
め
、
投
げ
マ
や
つ

た
ご
馳
走
を
お
い
し
そ
う
1:食
べ
始
め
ま

し
た
〇

よ
く
見
る
と
そ
の
ケ
モ
ノ
は
白
い
毛
の
キ

ツ
ネ
の
よ
う
で
I
た
。

「か
わ
い
そ
う
に
、
こ
の
キ
ツ
ネ
、
腹
を

空
か
1
マ
い
る
の
か
」
と
、
彦
一
さ
ん
は
、

も
う
少
し
ご
.14走
を
与
ぇ
マ
婦
リ
ま
し
た
0

そ
れ
か
ら
後
U
も
、
彦
一
さ
ん
の
よ
う
な

出
来
事
が
次
々
と
起
き
ま
し
た
。

そ
れ
を
小
網
で
U
 
"

キ
ツ
ネ
の
お
迎
ぇ
"

と
呼
ん
で
村
中
の
評
判
に
な
リ
ま
し
た
。

そ
し
て
小
網
で
は
尾
張
側
へ



小ネ入の渡し
昔、今の町総合スポーツ公園の野 

球場東南あたりに、尾張小状への渡 
船場がありました。その後、明治の 
中ごろ、川筋が変わって神明裏（現 
江南市宮田）に移り神明渡しと呼ば 
れました。昭和の初めごろまでは古 
知野方面への渡船場として大変繁盛 
したものです。
渡船場までの道は柳の木、松の木 

や女frが繁茂しており、辺りにはキ 
ツネ、タヌキ、ウサギなどの獣が住 
みついて、一人歩きは大人でも心細 
い限りでした。
この話は、小網町の莉谷喜市さん 

（76蹴）が幼少のころ、祖父から何回 
となく聞かされたということ。江戸 
時代の終りごろから小網で語り伝え 
られているようです。

『ご
馳
走
ょ
ば
れ
』
U
出
掛
け
た
と
き
は
、
食
べ
残
し
の
料
理
を
別
a
 

み
u
l
マ
持
ら
婦
リ
、
水
神
様
の
茂
み
1:住
む
白
ギ
ツ
ネ
に
S
い
マ
く
 

る
よ
ぅ
に
な
リ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
後
、
彦
一
さ
ん
U
尾
張
の
親
せ
き
へ
『法
事
ょ
ば
れ
』 

に
出
掛
け
ま
し
た
0

消
好
き
の
彦
一
さ
ん
は
す
つ
か
リ
醉
つ
ぱ
ら
つ
マ
し
ま
い
、
大
川
の
舟
 

着
場
U
た
ど
リ
つ
く
と
、
近
所
の
和
助
さ
ん
が
、
船
頭
の
身
な
リ
で
竿
 

を
持
つ
マ
待
つ
マ
い
マ
く
れ
る
で
 

は
あ
リ
ま
せ
ん
か
。

彦
一
さ
ん
を
見
マ
「遲
ぅ
な
つ
た

•'<#«<
 

J 
,

 
な
も
し
。
迎
ぇ
(:来
マ
あ
げ
た
L

 

れ
, 
と
笑
い
か
け
、
舟
を
出
し
マ
渡
し

ノ

マ
く
れ
、
家
ま
て
送
リ
尽
け
マ
く
 

れ
ま
し
た
。

彦
一
さ
ん
(1S
朝
早
速
、
和
助
さ
 

ん
の
家
へ
行
き

「ゆ
う
べ
は
、
ぇ
ら
い
•

世
話
か
け
マ
、
す
ま
な
ん
だ
な
も
」

と
、
お
札
を
言
う
と
、
和
助
さ
ん
11「ぇ
っ
？
 
何
や
っ
た
な
」

と
昨
夜
の
出
来
事
(1全
く
か
ら
な
い
と
言
い
ま
す
0

 

人
遠
い
を
I
た
の
か
と
、
次
々
村
の
衆
U
間
い
て
も
、
だ
れ
一
人y

当
 

た
り
の
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

彦
一
さ
ん
は
、
さ
マ
は
水
神
様
の
キ
ツ
ネ
が
和
助
さ
ん
に
化
け
マ
迎
ぇ
 

マ
く
れ
た
の
だ
と
気
づ
き
、
昨
夕
、
置
き
亡
？れ
た
料
理
を
罕
速
馬
け
マ

や
つ
た
そ
う
て
す
。



む
か_>

、
む
か__*

、
そ
の
 

む
か
し
、
木
曾
川
は
、
ま
 

る
で
ク
モ
の
巣
を
U
つ
た
 

ょ
う
1:、
幾
つ
も
の
川
に
 

な
っ
マ
流
れ
、
今
の
ょ
う
 

に
本
流
と
い
う
も
の
は
な
 

か
つ
た
そ
う
な
。

き
の
う
家
の
前
を
流
れ
t

 

い
た
川
が
、
洪
水
の
一
夜
 

が
明
け
た
ら
ど
こ
か
へ
消
 

え
マ
し

1
つ
た
と

V,'ラ
こ

 

と
が
、
た
び
た
び
起
き
た
 

ん
だ
と
。

そ
ん
な
木
曾
川
の
小
さ
な
 

中
洲
の
島
に
嘉
左
衡
門
)L
 

弟
が
住
み
つ
い
て
、
毎
日

※
八
大
竜
玉

法
華
経
の
会
座
に
列
し

た
薄
‘法
。

雅
陀
•
抖

i'lrK
 
.
必
祀

羅
-

和
柊
心
-

徳
乂
迦

•

 

H
W
嗟
遠
り
.

叩
，#

4

 •一

m
勝
の
A

奄王

の
総
称
(

〃
広
辞
苑
"

よ

り
)

ゴ|
r
:

せ
っ
せ
と
野
良
仕
事
に
精
を
出
し
マ
お
っ
た
。

丹
精
込
め
た
作
物
も
洪
水
で
流
さ
れ
、
水
の
泡
と
な
っ
マ
し
ま
っ
て
も
、

へ
こ
た
れ
な
い
で
細
仕
事
に
励
む
傲
き
者
だ
っ
た
。

嘉
左
衛
門
(1自
分
た
ら
の
島
に
洪
水
の
被
害
が
出
な
い
で
、
村
中
が
安

全
に
暮
ら
せ
る
ょ
う
に
と
願
っ
マ
、
小
高
い
丘
に
M
大
竜
王
の
祠
を
建

マ
た
そ
ラ
な
〇

村
人
た
ら
は
大
喜
び
で
、
一
本
橋
を
渡
っ
た
川
向
こ
う
の
祠
U
お
参
リ

を
欠
か
さ
な
か
つ
た
ん
だ
と
。

と
こ
ろ
が
ぁ
る
年
、
長
雨
が
降
リ
続
い
マ
大
洪
水
と
な
リ
、
八
大
竜
王

の
祠
も
流
さ
れ
マ
し
i
つ
た
。

そ
れ
で
村
の
人
々
は
、
木
曾
川
の
川
底
か
ら
美
し
い
大
き
な
石
を
探
し

マ
き
マ
、
祠
の
重
し
1:し
た
そ
う
な
。

「こ
ん
だ
It重
い
>Gr
狎
さ
え
マ
お
き
や
あ
し
や
、
も
う
ど
ん
な
大
水

で
も
流
さ
れ
ん
わ
一
な
も
」

「チ
ー
ン
、
チ
ー
ン
と
い
う
音
、
聞
き
や
あ
た
か
一
な
。
え
え
音
色
じ

や
な
あ
-—

きV

一



そ
ん
な
村
人
の
さ
さ
や
き
が
次
 

々
と
伝
ioっ
マ
、
重
し
に
使
っ
 

た
石
が
い
つ
の
間
U
か
"

チ
ン
 

チ
ン
石
"
と
呼
ば
れ
る
ょ
ぅ
に
 

な
つ
た
〇

チ
ン
チ
ン
石
を
重
し
U
I
た
も
 

の
の
、
ま
た
1
マ
も
大
水
で
祠
 

は
成
さ
れ
マ
L
i
つ
た
。

村
中
総
出
で
下
の
方
1
で
探
し
 

に
行
っ
た
が
、
ど
ぅ
し
マ
も
見
 

つ
か
ら
な
く
マ
困
つ
t
い
た
と
 

き
、
村
人
の
一
人
が
川
底
に
沈
 

ん
で
い
た
チ
ン
チ
ン
石
を
袷
い
 

上
げ
た
。

そ
れ
か
ら
(1チ
ン
チ
ン
石
を
八
 

大
竜
王
の
ご
本
尊
代
わ
リ
に
し

マ
お
参
リ
す
る
よ
う
に
な
つ
た
そ
う
な
。

そ
ん
な
こ
ろ
島
U
住
ん
で
い
た
お
寅
爺
さ
ん
と
、
お
か
と
婆
さ
ん
の
夫
婦
。

あ
る
日
お
か
と
婆
さ
ん
は
、
お
参
リ
を
済
ま
せ
マ
チ
ン
チ
ン
石
を
た
た

い
た
ら
、

「チ
ー
ン
、
チ
ー
ン
」
と
虫
の
鳴
き
声
の
よ
う
な
美
し
い
音

色
が
間
こ
え
た
。

家
1:い
る
お
寅
爺
さ
ん
に
も
間
か
せ
マ
あ
げ
よ
う
と

思
い
「少
し
の
間
だ
け
、
お
借
り
申
し
1
す
」
と
小

さ
な
声
で
つ
ぶ
や
い
マ
家
1:持
ら
婦
つ
マ
し
ま
つ
た

ん
だ
と
。

そ
し
て
糸
繰
り
舞
輪
の
重
し
！-一
し
マ
使
つ
マ
い
た
。

舞
輪
が
舞
う
た
び
に
「チ
ー
ン
、
チ
ー
ン
」
と
美
し

い
音
が
す
る
の
で
、
爺
さ
ん
と
二
人
で
楽
し
み
に
し

マ
間
い
マ
お
つ
た
ん
だ
と
。

と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
お
か
と
婆
さ
ん
の
家
の
チ
ン
チ

ン
石
辺
リ
か
ら
火
が
出
マ
、
大
火
事
に
な
つ
マ
家
は

全
焼
。



チンチン石
そ
し
マ
ニ
人
と
も
ど
こ
か
へ
 

姿
を
消
し
マ
し
ま
つ
た
。 

村
人
は
、
こ
れ
は
き
つ
と
 

チ
ン
チ
ン
石
の
お
た
た
リ
だ
 

と
、T
つ
て
飾
が
つ
た
。

そ
し
マ
早
速
、
元
へ
虔
し
マ
 

お
參
リ
を
し
た
そ
ぅ
な
。 

そ
れ
か
ら
も
大
水
の
た
び
1: 

祠
が
流
さ
れ
る
の
で
、
チ
ン
 

チ
ン
石
を
氏
神
の
境
内
に
移
 

す
話
が
持
ら
上
が
り
、
チ
ン
 

チ
ン
石
の
祠
と
横
に
植
ぇ
て
 

あ
つ
た
ツ
ツ
ジ
の
木
を
一
緒
 

1:運
ん
だ
。

I
か
し
そ
の
折
、y

な
い
人
 

が
花
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
、

ツ
ツ
ジ
だ
け
こ
っ
そ
リ
自
分
の
庭
へ
植
ぇ
マ
1
1
っ
た
ん
だ
と
。

と
こ
ろ
が
そ
の
人
は
程
な
く
病
U
か
か
リ
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

家
族
が
び
つ
く
り
し
マ
ツ
ツ
ジ
を
元
に
度
し
た
そ
う
；V
O

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
こ
の
島
で
は
チ
ン
チ
ン
石
の
恐
し
さ
に
驚
き
、

毎
年
お
供
え
を
し
て
お
た
た
リ
の
な
い
よ
う
U
村
中
で
f-つ
マ
い
る
ん

だ
と
。

が
ば
は
た
わ
寺
は
し
た
.4
に
水
 
北
さ
て

 
の
き
も

■*11呼
期
し
変
城
に
そ
し

12れ
く
 
道
*
れ
 
a
聞
た

町
と
初
で
に
円5：

。
ま
ら
そ
多

 

f

子
安
恐
 
委
ら
め

崎
 

E
 P

 

麟
 1

i»ft
2m

*'く
»tr
£
 1*

t

#0:衛
は
直
慟

870
に
；̂

.低̂
'

 
北
旗
た
で
明
古
、

昭
左
島
の
尾
〇
佯
村
編

14も
め

 
、
社
た
ぅ
明
の
を

'
嘉
の
府

?)年

23-島
に
抜
最
た
。
在
神
も
そ
保
町
の

は
は
こ
«
{
S
8
治
川
幻
海
で
の
す
現
明
で
い
財
山
も

町

で

。
で

61治
明
し
略
は
内S3

ま
は
神
今
多
化

-た̂

山
ま
た
村
〇
明
り
離
轉
り
町
!

saい
石
m
 
。
が
文
が
し

北
る
し
陵
年
。
な
分
(is辺
島
抑
て
ン
格
す
人
は
ん
を

の
れ
ま
付
玩
た
乂
ら
島
町
川
氓
つ
チ
無
ま
る
話
さ
査

s
?
、.
#
frし

池

か

.*山
，
：'

41遭
ン
の
い
す
の
薫
調
す

!

北
で
；：抱
に
チ
29て
詣
こ
田
り
で

— 
！

10れ
参

 
野
取
の

f
f
l

—

nT™

*
l
l

，村
同
て



名

，i

 
?

昔
、
む
か
し
、
天
保
と
い
ぅ
年
号
の
頃
、
今
の
川
島
の
ぁ
た
リ
の
木
 

曾
川
U
は
、
十
数
個
の
島
々
が
連
ら
な
つ
マ
い
ま
し
た
。
木
曾
川
の
中
 

の
中
州
に
で
き
た
村
は
、
ど
こ
へ
出
か
け
る
に
も
舟
に
頼
つ
マ
、
大
変
 

不
便
な
所
で
I
た
。

そ
し
マ
人
の
住
き
来
も
ほ
と
ん
ど
あ
リ
ま
せ
ん
で
I
た
。

そ
ん
な
頃
の
あ
る
年
、
十
数
個
の
島
の
中
の
嘉
左
衛
門
島
へ
若
い
侍
の
 

夫
婦
が
渡
つ
マ
き
ま
し
た
。

「拙
者
は
故
ぁ
つ
マ
身
分
を
か
く
し
t
い
る
身
で
ご
ざ
る
。
誠
に
恐
縮

で
は
ご
ざ
る
が
当
分
の
間
、
ご
当
村
(:か
く
ま
つ
マ
も
ら
ぇ
な
い
か
」

と
、
島
の
庄
屋
の
索
を
訪
ね
マ
頼
み
1
1
た
。

庄
屋
は
、
逞
し
そ
ぅ
な
若
い
侍
と
、
美
し
い
そ
の
妻
を
見
マ
、
こ
れ
U

き
つ
と
身
分
の
高
い
格
式
ぁ
る
家
の
方
だ
と
思
つ
マ
、
座
敷
に
通
し
事

こ
ま
か
に
事
情
を
た
ず
ね
マ
み
ま
し
た
。

す
る
と
男
の
方
は
、
木
曾
山
林
見
迴
リ
方
を
勤
め
る
武
士
の
子
息
で
、

女
の
方
は
木
材
御
用
商
人
の
娘
と
の

こ
と
、
二
人
は
槌
心
概
愛
の
仲
で
ぁ

る
が
身
分
制
度
の
嚴一

*

か
つ
た̂

時
、

士
農
工
商
の
区
別
が
は
つ
き
リ
し
マ

い
マ
町
人
の
娘
が
武
士
の
妻
に
な
る

の
は
中
々
む
ず
か
I
い
時
代
で
し
た
。

相
思
相
愛
の
仲
で
ぁ
り
な
が
ら
縁
組

が
と
と
の
わ
ず
嚴
I
い
父
親
の
激
怒

1i

あ
い
、
さ
リ
と
マ
あ
5
ら
め
る
こ



と
も
か
なX

ず
、
い
ろ
い
ろ
思
案
の
末
、
遂
に
 

二
人
ti駆
け
落
ら
し
て
、
逃
げ
出
I
、
そ
I
マ
 

当
分
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
と
思
っ
マ
こ
の
地
 

を
訪
ね
マ
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
I
た
0

 

庄
屋
さ
ん
U
、
す
っ
か
リ
同
情
I
マ
 

「そ
れ
は
、
そ
れ
U
お
気
の
毒
な
こ
と
じ
や
、 

わ
し
が
、
村
の
衆
U
よ
く
頼
ん
で
、
か
く
ま
っ
 

マ
ぁ
げ
よ
う
」

と
、
村
の
人
々
に
も
事
情
を
わ
か
ら
せ
マ
庄
屋
 

さ
ん
の
家
の
は
な
れ
U
、
住
ま
^
せ
る
こ
と
U

 

し
ま
し
た
。

当
分
身
を
か
く
す
た
め
に
嘉
左
衡
門
島
を
選
ん
 

だ
夫
婦
で
I
た
が
、
村
の
人
々
が
大
そ
う
親
切
 

て
、
可
く
れ
と
な
く
面
倒
を
見
マ
も
ら
え
る
の
 

で
住
みy

地
が
よ
く
、
と
う
と
う
住
み
つ
い
マ
 

—*

ま

、.
ま一>

た
。

そ
の
ぅ
ら
二
人
の
間
に
子
供
が
生
れ
ま
し
た
。

侍
夫
婦
は
、
わ
が
子
の
出
産
の
記
念
と
日
頃
村
の
人
々
U
親
切
に
1
マ

い
た
だ
け
る
御
恩
を
感
謝
し
マ
、
お
宮
様
の
境
内
へ
二
本
の
楠
の
木
を

植
え
ま
し
た
0

そ
の
楠
の
木
が
大
き
く
伸
び
-T
行
く
の
を
我
が
子
の
成
長
ぶ
リ
の
ょ
ぅ

に
楽
し
み
1:1
マ
暮
ら
I
マ
い
ま
I
た
。

と
こ
ろ
が
明
治
の
世
U
な
リ
四
民
平
等
と
な
つ
た
頃
、

風
の
便
り
(:、
嚴
し
か
つ
た
父
も
他
界
し
、
年
老
い
た
長

生
き
の
母
の
面
倒
を
見
る
た
め
、
武
士
夫
婦
(1子
供
を
達

れ
、
村
人
の
温
い
見
送
り
を
受
け
別
れ
を
惜
し
み
な
が
ら

生
れ
故
卿
へ
と
帰
つ
マ
行
き
た
。

夫
婦
は
島
を
去
つ
マ
か
ら
も
嘉
左
衛
門
島
の
人
情
の
こ
ま

や
か
さ
や
親
切
に
I
マ
い
た
だ
い
た
村
人
の
温
いy

を
忘

れ
る
こ
と
な
く
、
老
い
マ
か
ら
も
、
夫
婦
そ
ろ
つ
マ
時
折

こ
の
地
を
訪
ね
て
(i、
神
社
境
内
の
楠
の
木
の
成
長
を
な

が
め
る
こ
と
を
楽
し
み
U
し
マ
い
ま
し
た
。



夫婦楠
夫婦楠のある北山町は、当時嘉 

左衛門島と呼ばれていました。此 
の島は江戸時代初期は幕府の直轄 
領でした。その後元和元年（1615 
年）尾張藩領に変わり明治8年（18 
75年）円城寺村の飛地となりまし 
た0

そして明治23年（1890年）に同 
村から分離して川島村に合併し松 
原島に編入されました。その頃か 
ら夫婦楠のおしどり夫婦の名にち 
なんで、この地を北山とも呼んで 
いたと言い伝えられています。昭 
和31年の町制施行に際し嘉左衛門 
島村を北山町と改名されました。 
この夫婦楠は神明神社境内にあつ 
て昭和60年12月25日川島町の天然 
記念物に指定されました。
夫婦楠は、目の高さの木回りが、 

南の楠は300cm、北の楠は280cmで 
何れも180年以上の樹令です。そし 
て2本の楠の木は根の一部が地上 
で合体して、まるで1本の木のよ 
うに見えます。

楠
の
木
は
大
き
く
な
る
に
つ
れ
マ
、
二
本
の
木
が
ま
る
 

で
一
本
の
木
の
ょ
う
1:根
株
の
方
、て
一
体
と
な
っ
て
I
ま
い
、
村
の
人
 

々

U
そ

の

不

思

議

さ

1:驚

き

ま

し

た

。

「こ
れ
U
、
き
つ
と
あ
の
仲
の
ょ
か
つ
た
、
お
し
ど
り
夫
婦
のy

ね
を
 

木
の
精
が
受
け
継
い
だ
の
だ
ろ
う
」

と
、
そ
の
頃
か
ら
讓
言
う
と
な
く
、
こ
の
楠
の
木
を
"

夫
婦
楠
，
と
呼
 

ん
、て
、
縁
結
び
の
木
、
安
産
の
木
、
子
授
け
の
木
と
し
マ
崇
め
る
人
が
 

ふ

え

t
き

た

そ

う

な
0

あ
と
が
き

川
島
町
ふ
る
さ
と
史
料
館

館
長
川
瀬

孝
雄

こ
の
た
び
、
川
島
町
に
長
く
語
り
継
が
れ
て
き
ま
し
た
「か
わ
し
ま
の
民
話
」
を
刊
行
す
る
運
び

と
な
り
ま
し
た
。

川
島
町
は
、
木
曽
川
に
囲
ま
れ
た
中
州
に
あ
り
、
む
か
し
か
ら
木
曽
川
の
恩
恵
を
受
け
な
が
ら
、

ま
た
一
方
で
は
、
洪
水
で
苦
し
め
ら
れ
た
生
活
を
し
、
川
島
の
歴
史
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
民
話
の

中
に
川
と
の
か
か
わ
り
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
民
話
を
通
し
て
自
分
の
生
ま
れ
育
つ
た
ふ
る
さ
と
を
知
り
、
語
る
こ
と
に
よ
り
親
か
ら
子
へ
、

子
か
ら
M
へ
と
伝
承
し
、
ふ
る
さ
と
を
見
直
し
、
大
切
に
す
る
心
を
養
な
つ
て
も
ら
ぇ
れ
ば
大
変
ぅ

れ
し
く
思
い
ま
す
。

こ
の
本
を
編
集
す
る
に
当
た
り
、
話
材
を
提
供
し
て
下
さ
つ
た
方
、
さ
し
絵
を
書
い
て
下
さ
つ
た

方
、
そ
の
他
な
に
か
と
お
力
添
ぇ
下
さ
つ
た
み
な
さ
ま
方
:1
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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