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「
水す

い

都と

」大お

お

垣が

き

ア
に
街
の
記
憶
を
奪
わ
れ
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
大
垣
の
湧
水
」
の
看
板
を
大
き
く
掲
げ
た
八
幡
神
社
前

か
ら
川
は
南
に
折
れ
、
護
岸
に
は
丸
石
が
使
わ
れ
て
幾
分
ま

し
に
な
る
が
、
結
局
、「
奥
の
細
道
む
す
び
の
地
」
の
碑
が
あ

る
船
町
港
跡
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
人
に
出
会
う
こ
と
は
な
か
っ

た
。
個
人
的
に
は
人
通
り
が
少
な
い
の
で
快
適
だ
っ
た
が
、

「
水
都
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
は
、
か
な
り
大
胆
な
水
辺

空
間
の
改
良
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

垣
を
大
い
に
潤
す
豊
富
な
地
下
水
の
存
在
が
あ
っ
た
。
そ
う

し
て
鉄
道
沿
線
に
は
繊
維
工
場
や
化
学
工
場
が
た
ち
な
ら
び
、

岐
阜
県
随
一
の
工
業
都
市
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九 

七
〇
年
代
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
以
降
に
繊
維
・
化
学
工
業
が
衰

退
す
る
と
、
広
大
な
工
場
は
遊
休
地
と
な
っ
た
。
北
側
は
こ

れ
ら
を
利
用
し
て
開
発
さ
れ
た
も
の
だ
。

　

一
方
、
南
側
は
復
元
さ
れ
た
大
垣
城
が
鎮
座
す
る
中
心
街

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
四
十
年
代
で
時
間
が
止
ま
っ
た
よ

う
な
街
並
み
で
、
ア
ー
ケ
ー
ド
に
小
売
店
が
軒
を
つ
ら
ね
る

が
、
多
く
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
降
り
て
い
て
、
北
側
の
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
モ
ー
ル
が
買
い
物
客
で
賑
わ
っ
て
い
た
の
と
対
照
的

だ
。
行
政
は
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

大
垣
駅
南
口
か
ら
メ
イ
ン
通
り
を
南
下
す
る
と
、
新
大
橋

交
差
点
で
「
水
都
大
垣
」
の
要
と
な
る
水
門
川
と
出
合
う
。

せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
川
沿
い
を
江
戸
時
代
の
舟
運
の
拠
点
だ

っ
た
船
町
港
跡
ま
で
歩
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
川
は
コ

ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
が
劣
化
し
て
、
ど
う
に
も
う
ら
寂
し
い
。

　

同
行
者
は
大
学
時
代
に
松
尾
芭
蕉
を
研
究
す
る
ゼ
ミ
に
所

属
し
て
い
た
の
で
、
卒
論
執
筆
の
た
め
大
垣
を
訪
れ
た
こ
と

が
あ
る
と
い
う
が
、
覚
え
て
い
る
の
は
こ
れ
か
ら
向
か
う
船

町
港
あ
た
り
で
、
ヌ
ー
ト
リ
ア
が
泳
い
で
い
た
こ
と
だ
け
だ

と
い
う
。
ヌ
ー
ト
リ
ア
と
は
外
来
の
半
水
性
巨
大
ね
ず
み
の

こ
と
だ
が
、
水
門
川
沿
い
が
こ
の
あ
り
様
で
は
、
ヌ
ー
ト
リ

細
道
む
す
び
の
地
」
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
市
街
地
の

東
に
揖い

斐び

川が
わ

、
西
に
は
杭く

い

瀬せ

川が
わ

が
南
流
し
、
市
街
に
も
水す

い

門も
ん

川が
わ

な
ど
の
河
川
が
流
れ
、
さ
ら
に
扇
状
地
平
野
の
末
端
に
位

置
し
て
い
る
た
め
、
多
く
の
地
下
水
が
湧
き
出
る
こ
と
か
ら
、

「
水
都
」
と
し
て
観
光
誘
致
を
し
て
い
る
。

　

か
つ
て
は
、
こ
の
恵
ま
れ
す
ぎ
た
湧
水
が
仇
と
な
り
、
そ

の
排
水
処
理
の
た
め
に
開
削
さ
れ
た
の
が
水
門
川
な
ど
の
人

工
河
川
だ
っ
た
。
水
門
川
は
、
大
垣
城
主
氏う

じ

家い
え

直な
お

元も
と

が
永
禄

四
（
一
五
六
一
）
年
に
開
削
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
排

水
路
と
し
て
の
み
な
ら
ず
大
垣
城
の
外
濠
と
し
て
、
ま
た
運

河
と
し
て
も
活
用
さ
れ
、
大
垣
城
下
の
発
展
に
大
き
く
寄
与

し
た
。

　

さ
て
、
大
垣
駅
を
降
り
て
み
る
と
、
駅
の
北
側
と
南
側
で

様
相
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
北
側
は
駅
か
ら

の
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
が
直
結
し
た
巨
大
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
モ
ー
ル
が
た
ち
な
ら
び
、
近
年
開
発
さ
れ
た
地
域
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
垣
は
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
近
代
工
業
都

市
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
そ
の
背
景
に
は
明
治
二
十
二

（
一
八
八
九
）
年
の
東
海
道
線
全
通
を
は
じ
め
と
す
る
鉄
道

輸
送
の
普
及
や
水
害
の
克
服
、
さ
ら
に
工
業
用
水
と
し
て
大

阜
県
の
大
垣
は
、
大
垣
城
の
城
下
町
、
河
川
舟
運
の

港
町
と
し
て
栄
え
た
。
さ
ら
に
松
尾
芭
蕉
の
「
奥
の

岐

［交通］ 大垣駅から船町港跡まで水門川沿いを徒歩約30分

船町港跡付近の水門川


