
７
０
０
有
余
年
の
刃
物
の
伝
統
を
持
ち
、世
界
で
も
有
数
の
刃
物
の
生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
関
市
。

現
代
の
刃
物
産
業
に
受
け
継
が
れ
た
伝
統
技
能
を
歴
史
と
と
も
に
振
り
返
り
な
が
ら
、

同
様
に
長
い
歴
史
を
持
つ
小
瀬
鵜
飼
を
見
学
し
た
。

岐
阜
県
関
市
・
刃
物
と
鵜
飼
の
街

た
の
し
い
観
光
地

美濃国・関は、戦国時代に諸国の刀匠たちが集住し、「関七流」と呼ばれる系譜が成立した。

　
関
市
は
岐
阜
県
の
南
部
、
名
古
屋

か
ら
北
へ
約
40
㎞
の
あ
た
り
に
位
置

す
る
、
人
口
約
９
万
人
の
こ
ぢ
ん

ま
り
と
し
た
街
で
あ
る
。

　
関
は
歴
史
の
あ
る
古
い
地
域
だ

が
、
歴
史
あ
る
一
地
方
と
し
て
の
顔

と
、
客
人
を
招
き
入
れ
る
観
光
都
市

と
し
て
の
顔
は
自
ず
と
変
わ
っ
て
く

る
。
今
回
は
、
縁
が
あ
り
、
行
政
側

が
主
催
す
る
メ
デ
ィ
ア
ツ
ア
ー
の
か

た
ち
を
取
っ
た
。
い
い
機
会
な
の

で
、
観
光
地
と
し
て
の
発
展
を
始
め

た
関
を
じ
っ
く
り
と
こ
の
目
で
眺
め

て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
名
古
屋
駅
に
集
合
し
た
取
材
班
は

バ
ス
で
関
市
を
目
指
し
た
。
名
神
高

速
道
、
東
海
北
陸
自
動
車
道
な
ど
を

乗
り
継
ぎ
、
一
時
間
弱
で
関
市
中
心

部
へ
と
至
る
。

　
一
行
は
車
中
、「
ご
当
地
フ
ィ
ル

ム
」
を
見
た
。
最
近
、
な
に
か
と
話

題
に
な
る
、
地
方
公
共
団
体
が
観
光

の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
の
P 

R
ビ
デ

オ
で
あ
る
。

「
刃
物
の
な
い
、
人
生
な
ん
て
」。

映
像
は
そ
ん
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
描
か

れ
て
い
た
。
刃
物
の
な
い
キ
ッ
チ
ン

で
の
調
理
シ
ー
ン
や
結
婚
披
露
宴
で

の
ケ
ー
キ
入
刀
。
そ
ん
な
さ
ま
ざ
ま

な
シ
ー
ン
が
想
像
力
ゆ
た
か
に
展
開

さ
れ
る
コ
メ
デ
ィ
タ
ッ
チ
の
映
像
で

あ
る
。

　
関
市
は
刃
物
の
街
で
あ
る
。
日
本

刀
に
始
ま
り
、
調
理
用
包
丁
、
は
さ

み
、
ナ
イ
フ
、
カ
ミ
ソ
リ
、
爪
切
り

な
ど
、そ
の
製
造
元
や
ブ
ラ
ン
ド（
三

昧
、
孫
六
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
、
貝
印

な
ど
）
は
多
岐
に
わ
た
り
、
ド
イ
ツ

の
ゾ
ー
リ
ン
ゲ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
の
シ

ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
と
並
び
、「
刃
物
の

３
S
（
頭
文
字
）」
と
し
て
、
世
界

的
に
も
有
名
で
あ
る
。

　
刃
物
の
原
点
は
刀
鍛
治
に
あ
る
。

な
ぜ
関
に
刀
の
文
化
が
育
っ
た
の

か
。

　
関
に
は
良
質
な
水
、
松
炭
、
土
が

豊
富
に
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
三
英

傑
と
言
わ
れ
た
織
田
信
長
、
豊
臣
秀

吉
、
徳
川
家
康
が
周
辺
に
存
在
し
、

そ
の
権
威
や
戦
（
い
く
さ
）
に
応
え

る
た
め
、
優
秀
な
刀
鍛
冶
が
多
く
集

結
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

　
長
き
に
わ
た
り
名
刀
の
数
々
を
作

り
出
し
て
き
た
が
、１
８
７
６
年（
明

治
9
）
年
の
廃
刀
令
以
降
、
関
の
刀

鍛
冶
は
家
庭
用
の
刃
物
づ
く
り
に
転

向
し
、今
の
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
た
。

　
現
在
は
「
刃
物
の
ま
ち
」
と
し
て

国
内
外
に
向
け
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル

を
開
始
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼

品
と
し
て
、
関
の
刀
匠
ら
が
作
る
真

剣
の
日
本
刀
を
贈
る
こ
と
を
発
表
し

て
い
る
。

　
現
在
、
関
市
で
は
年
１
回
、
刃
物

ま
つ
り
を
開
催
し
て
い
る
ほ
か
、
関

鍛
冶
伝
承
館
で
は
、
日
本
刀
の
常

設
・
企
画
展
示
や
、
現
役
の
刀
鍛
冶

た
ち
に
よ
る
刀
作
り
の
実
演
な
ど
も

鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
工

場
見
学
な
ど
の
体
験
型
ツ
ア
ー
も
準

備
中
で
あ
る
。

　
刀
の
鮮
や
か
で
透
き
通
る
よ
う
な

銀
（
し
ろ
が
ね
）
の
輝
き
、
鋼
に
焼

き
を
入
れ
る
火
の
鮮
や
か
な
オ
レ
ン

ジ
、
振
り
下
ろ
す
槌
や
玉
鋼
（
た
ま

は
が
ね
）
の
重
厚
な
色
。
穏
や
か
な

ア
ー
ス
カ
ラ
ー
の
街
に
、
色
彩
豊
か

な
「
絵
」
が
映
え
る
。

　
刃
物
は
そ
の
先
端
や
切
れ
味
を
意

識
し
て
し
ま
う
と
、
ち
ょ
っ
と
ド
キ

リ
と
す
る
。
刃
物
は
自
然
と
人
間
が

作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
鮮
や
か
な
自
然
の
色
や
光
沢
が
旅

の
気
分
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
高
揚
さ

工場見学の他、さまざまな種類の刃物が展示販売
されている。

特
別
編
・第
６
回  

中
丸
謙
一
朗
（
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
）

2016年（平成28年） 8

せ
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
わ
れ
わ
れ

の
よ
う
な
観
光
客
の
目
に
は
な
ん
と

な
く
心
地
よ
い
。

　
そ
の
デ
ザ
イ
ン
性
や
精
神
性
に
惹

か
れ
て
か
、
関
に
刃
物
を
求
め
て
海

外
か
ら
買
い
付
け
に
来
る
ツ
ー
リ
ス

ト
も
後
を
絶
た
な
い
と
い
う
。
ご
当

地
フ
ィ
ル
ム
が
謳
っ
た
「
刃
物
の
な

い
、
人
生
な
ん
て
」。
刃
物
は
ま
さ

に
、
そ
ん
な
こ
と
を
気
付
か
せ
て
く

れ
る
、
こ
の
街
の
お
も
し
ろ
い
観
光

資
源
で
あ
る
。

中丸謙一朗（なかまるけんいちろう）
コラムニスト。1963年生。横浜市出身。
『POPEYE』『BRUTUS』『SOTOKOTO』誌で
エディターを務めた後、独立。フリー編集者として、
雑誌の創刊や書籍の編集に関わる。
現在は、新聞、雑誌等に、昭和の風俗や
日本の観光に関するコラムを寄稿している。
主な著書に『ロックンロール・ダイエット』（中央公論
新社、扶桑社文庫）、『車輪の上』（枻出版）、
『大物講座』（講談社）など。東北泉と山口百恵が
最近の定番。日本民俗学会会員。
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関の山間部にある「名もない池」がSNS投稿により、話題の「モネの池」になった。

関市が誇る「小瀬鵜飼」。古式ゆかしい方法に則って行われる優雅で荘厳な漁の姿。

2016年（平成28年）9

　
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
関

の
名
物
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
鵜
飼
」

で
あ
る
。

　
鵜
飼
と
い
え
ば
、
岐
阜
市
で
行
わ

れ
て
い
る
長
良
川
鵜
飼
が
有
名
だ

が
、
こ
こ
関
市
の
小
瀬
鵜
飼
（
お
ぜ

う
か
い
）
の
歴
史
も
同
様
に
古
く
、

奈
良
時
代
の
史
書
に
あ
る
「
美
濃
鵜

飼
」
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
。
信
長
や

家
康
も
慣
れ
親
し
み
、
古
く
は
平
安

時
代
か
ら
、
時
の
権
力
者
の
保
護
を

受
け
て
き
た
。
１
８
９
０
年
か
ら
は

宮
内
庁
の
直
轄
と
な
り
、
そ
の
古
式

ゆ
か
し
い
伝
統
の
漁
法
が
、
夕
闇
の

奥
長
良
の
川
面
で
、
い
ま
も
行
わ
れ

て
い
る
。

　
こ
の
鵜
飼
の
見
所
は「
狩
り
下
り
」

と
い
う
形
式
に
あ
る
。
鵜
匠
が
乗
る

鵜
船
と
観
光
客
が
乗
る
屋
形
船
が
並

走
し
た
か
た
ち
で
川
を
下
る
た
め
、

鵜
匠
の
鵜
を
操
る
手
縄
（
た
な
わ
）

さ
ば
き
や
鵜
が
鮎
を
捕
る
姿
を
間
近

で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。篝
火（
か

が
り
び
）
の
炎
に
照
ら
さ
れ
た
川
面

の
鵜
の
姿
や
、
そ
れ
を
操
る
鵜
匠
の

掛
け
声
や
所
作
、
ま
る
で
そ
の
声
に

呼
応
す
る
か
の
よ
う
な
鵜
の
動
き
や

鳴
き
声
は
、
ま
さ
し
く
歴
史
を
感
じ

さ
せ
る
荘
厳
な
景
色
で
あ
る
。

　
純
粋
に
鵜
飼
を
楽
し
む
た
め
だ
け

の
乗
船
で
は
あ
る
が
、
鵜
飼
開
始
前

の
神
妙
な
準
備
風
景
や
終
了
後
の
片

付
け
風
景
な
ど
も
見
学
で
き
、
じ
ゅ

う
ぶ
ん
に
そ
の
魅
力
を
楽
し
め
る
。

ま
た
、
鵜
の
住
処
と
な
っ
て
い
る
川

沿
い
の
「
鵜
の
家
」
で
、
乗
船
前
の

鵜
の
準
備
風
景
を
楽
し
み
な
が
ら
、

広
間
で
鮎
料
理
の
品
々
が
味
わ
え

る
。

　
鵜
飼
は
「
鮎
の
寝
込
み
を
襲
う
」

こ
と
か
ら
、
あ
た
り
が
完
全
に
暗
く

な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
る
。
鵜
は
目
が

良
く
な
い
た
め
、
鵜
に
鮎
の
場
所
を

教
え
る
た
め
に
篝
火
を
焚
く
。
と
っ

ぷ
り
と
暮
れ
た
闇
夜
の
な
か
に
浮
か

び
上
が
る「
小
瀬
鵜
飼
」の
風
景
は
、

け
っ
し
て
写
真
だ
け
で
は
収
ま
り
き

ら
な
い
と
っ
て
お
き
の
「
絵
」
だ
。

「
絵
」
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
物
語

が
生
ま
れ
る
。
そ
の
絵
の
な
か
に

は
、
貴
族
の
優
美
が
あ
り
、
武
士
の

悲
哀
が
あ
る
。
人
間
の
知
恵
が
あ

り
、
自
然
の
脅
威
が
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
は
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
だ
れ
も
が

心
の
な
か
に
強
烈
に
感
じ
取
る
、
世

界
共
通
の
力
強
い
言
語
が
あ
る
。

　
雄
弁
に
物
語
を
語
る
「
絵
」
が
生

ま
れ
た
と
き
、
そ
こ
は
「
た
の
し
い

観
光
地
」
に
な
る
。
そ
れ
は
太
古
の

昔
か
ら
続
い
て
い
る
真
理
だ
。

S
N
S
花
盛
り
の
現
代
社
会
で
は
、

そ
れ
が
ま
す
ま
す
先
鋭
化
す
る
。
興

奮
の
な
か
、
旅
人
が
手
に
し
た
１
枚

の
「
絵
」
が
遙
か
な
る
「
た
の
し
さ

の
連
鎖
」
を
生
む
。

　
最
近
、
地
域
の
人
か
ら
は
関
心
を

持
た
れ
て
い
な
か
っ
た
関
の
「
名
も

な
き
池
」
が
、
S
N
S
上
の
投
稿

に
よ
り
、
そ
の
池
が
ま
る
で
ク
ロ
ー

ド
・
モ
ネ
の
「
睡
蓮
」
に
見
え
る
と

話
題
に
な
っ
た
。「
モ
ネ
の
池
」
と

し
て
注
目
を
集
め
、
し
だ
い
に
観
光

客
も
増
え
始
め
て
い
る
と
い
う
。

「
絵
」
が
意
味
を
持
ち
始
め
た
瞬
間

で
あ
る
。

　
人
々
は
美
し
い
絵
を
追
い
求
め
、

た
の
し
い
物
語
を
味
わ
お
う
と
す

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
訪
れ
る
旅
人

の
心
の
な
か
に
生
ま
れ
る
も
の
だ
。

だ
が
そ
こ
に
、
ど
う
や
っ
た
ら
「
た

の
し
く
」
物
語
を
感
じ
ら
れ
る
の

か
、そ
の
手
立
て
と
な
る
よ
う
な「
導

入
部
」
を
丁
寧
に
綴
っ
て
い
く
。
そ

ん
な
こ
と
も
、
現
代
の
観
光
地
に
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

足
立
陽
一
郎
氏
は
、現
在
、宮
内
庁
式
部
職

18
代
目
の
鵜
匠
で
あ
る
。

奥
長
良
で
捕
れ
る
う
な
ぎ
が
刀
鍛
治
の
滋

養
を
支
え
た
。
取
材
協
力
／
辻
屋

鵜の家 足立
住所●岐阜県関市小瀬78
電話●0575-22-0799 
屋形船から眺める鵜飼を楽
しむほかに、宿泊や奥長良
で捕れた天然鮎料理を楽し
める。要予約。
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