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が
始
ま
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。「
陸
送
は
一
頭
の

馬
に
二
俵
を
付
け
て
運
ぶ
も
の
で
、
大
量
輸
送
は
困
難
で

し
た
。
そ
こ
で
、
一
度
に
大
量
の
米
を
運
ぶ
舟
運
の
開
発

が
期
待
さ
れ
た
の
で
す
」
と
、
柴
田
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

寛
文
四
年
、
江
戸
の
商
人
渡
辺
友と

も

意い

が
私
財
を
投
じ

て
、
福
島
河
岸

か

し

（
現
・
福
島
市
）
か
ら
水
沢
・
沼
ノ
上
河

岸
（
現
・
宮
城
県
丸
森
町
）
ま
で
の
河
川
改
修
を
行
い
、

翌
年
に
通
船
し
ま
し
た
。
友
意
は
年
貢
米
を
阿
武
隈

川
が
太
平
洋
に
注
ぐ
荒
浜
ま
で
運
び
、
さ
ら
に
江
戸
ま

で
送
り
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
ろ
の
海
上
輸
送
は
危
険
が

多
く
、
大
量
の
米
を
送
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
こ
で
江
戸
幕
府
は
、
信
達
地
方
の
御ご

城
　
じ
ょ
う
　米ま
い（
天

領
内
の
人
た
ち
が
幕
府
に
納
め
る
米
）
を
江
戸
ま
で

「
短
期
間
に
安
全
か
つ
確
実
に
」
輸
送
す
る
よ
う
、
江
戸

商
人
の
河
村
瑞
賢

ず
い
け
ん

に
命
じ
ま
し
た
。
瑞
賢
は
、
阿
武
隈

川
の
現
地
測
量
や
開
削
を
行
い
、
寛
文
11
年
（
１
６
７

１
）、
江
戸
ま
で
短
期
間
に
安
全
に
運
ぶ
こ
と
に
成
功

し
ま
し
た
。
こ
れ
が
世
に
言
う
「
東
廻
り
航
路
」
で
、

こ
の
時
、
阿
武
隈
川
の
本
格
的
な
通
船
が
始
め
ら
れ
た

の
で
す
。
瑞
賢
は
そ
の
翌
年
、
山
形
県
を
流
れ
る
最
上

川
の
舟
運
に
よ
っ
て
御
城
米
を
酒
田
に
集
め
、
海
上
輸

送
す
る
「
西
廻
り
航
路
」
を
完
成
。「
東
廻
り
」「
西
廻

り
」
航
路
の
完
成
は
、
全
国
的
な
物
資
の
流
通
を
画
期

的
に
進
め
、国
内
経
済
を
大
き
く
発
展
さ
せ
ま
し
た
が
、

福
島
藩
に
お
い
て
も
舟
運
は
、
年
貢
な
ど
の
貨
物
輸
送

の
大
動
脈
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

■
難
所
を
乗
り
越
え
、
米
や
商
品
を
輸
送

そ
れ
で
は
、
阿
武
隈
川
舟
運
の
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。
福
島
河
岸
か
ら
河
口
の
荒
浜
ま
で
の

航
路
は
、
舟
の
運
行
や
舟
運
の
物
資
の
積
み
出
し
方
の

違
い
で
、
大
き
く
二
つ
の
地
域
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
ま

ず
、
信
達
地
方
を
通
船
す
る
「
福
島
河
岸
〜
水
沢
・
沼

ノ
上
河
岸
（
現
・
宮
城
県
丸
森
町
）」
の
区
間
は
、
御
城

米
輸
送
請
負
業
者
の
渡
辺
家
、
の
ち
に
上か

ず

総さ

屋や

が
管
理

し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
区
間
で
は
、
浅
瀬
や
急
流
で
も

通
り
や
す
い
よ
う
に
工
夫
し
た
「
小
鵜

こ

う

飼か
い

船
」
に
、
約

四
十
俵
の
米
を
積
ん
で
運
び
ま
し
た
。
そ
し
て
水
沢
・

沼
ノ
上
河
岸
で
、
約
百
俵
積
め
る
「
ひ
ら
た
船
」
に
積

み
替
え
、
河
口
の
荒
浜
ま
で
向
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

の
合
流
点
に
あ
た
る
瀬
上
河
岸
付
近
は
、
し
ば
し
ば
摺

上
川
か
ら
砂
利
や
大
石
が
押
し
出
さ
れ
た
難
所
。
こ

こ
に
来
る
と
、
流
れ
を
緩
く
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た

続
枠

つ
づ
き
わ
く（
木
材
を
組
ん
で
中
に
石
を
入
れ
た
も
の
）
が
あ

り
、
船
頭
は
進
路
を
変
え
て
枠
の
脇
を
通
り
ま
し
た
。

そ
し
て
難
所
と
い
わ
れ
た
猿
跳

さ
る
ぱ
ね

峡
を
越
え
る
と
、
ほ
ど

な
く
仙
台
領
に
入
り
、
水
沢
・
沼
ノ
上
河
岸
に
到
着
し

ま
す
。

江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
に
な
る
と
、
福
島
藩
内
の
舟
運

は
廻
米
の
ほ
か
に
、
養
蚕
の
本
場
と
な
っ
た
信
達
地
方

の
蚕
種

さ
ん
し
ゅ（
カ
イ
コ
の
卵
）、
生
産
物
や
商
品
の
輸
送
に
も

利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
阿
武
隈
川
の
舟

運
は
、
福
島
の
活
発
な
産
業
活
動
を
支
え
る
原
動
力
と

な
っ
た
の
で
す
。

ま
す
。

当
時
、
上
総
屋
が
つ
く
っ
た
と
言
わ
れ
る
「
阿
武
隈

川
舟
運
図
」
を
よ
く
見
る
と
、
赤
い
線
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。「
こ
れ
は
難
所
の
部
分
に
、
舟
が
安
全
に
乗
り

切
る
水
路
を
描
い
た
も
の
で
、
こ
の
線
を
頼
り
に
船
乗

り
は
、
積
ん
だ
米
を
安
全
に
輸
送
し
た
の
で
す
」
と
、

柴
田
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

現
在
の
福
島
県
庁
舎
一
帯
に
あ
っ
た
福
島
城
。
そ

の
南
に
隣
接
す
る
福
島
河
岸
に
は
、
福
島
藩
主
・
板
倉

氏
の
蔵
、
幕
府
の
御
城
米
蔵
、
こ
こ
か
ら
舟
運
を
利
用

し
た
米
沢
藩
の
蔵
が
あ
り
、
上
総
屋
の
船
会
所
（
今
で

言
う
運
送
業
者
の
事
務
所
）も
軒
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。

御
城
米
を
積
み
込
ん
だ
小
鵜
飼
船
に
、
日
の
丸
の
入
っ

た
「
廻
米
旗
」
を
立
て
、
い
ざ
出
航
―
―
。
摺
上
川
と

■
舟
運
の
歴
史
を
２１
世
紀
の
ま
ち
づ
く
り
へ

明
治
に
な
っ
て
も
舟
運
は
続
き
ま
し
た
。
東
京
方
面

か
ら
は
日
常
品
が
運
ば
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
福
島

河
岸
周
辺
に
は
倉
庫
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し

明
治
20
年
（
１
８
８
７
）
に
東
北
本
線
が
開
通
す
る
と
、

物
資
輸
送
の
主
役
は
鉄
道
へ
と
移
り
、
徐
々
に
舟
運
は

衰
え
て
い
っ
た
の
で
す
。

明
治
32
年
（
１
８
９
９
）、
東
北
で
最
初
の
日
本
銀
行

の
店
舗
と
し
て
、
福
島
出
張
所
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

店
舗
は
蚕
物

さ
ん
ぶ
つ

屋
の
「
万
国
屋
」
を
改
造
し
た
も
の
で
し

た
。
全
国
的
に
み
て
も
早
い
時
期
に
日
銀
の
出
張
所
が

開
設
さ
れ
た
の
は
、
福
島
が
当
時
の
重
要
輸
出
品
で
あ

っ
た
生
糸
や
米
穀
の
有
数
の
集
散
地
で
あ
り
、
東
北
の

金
融
の
中
心
で
あ
っ
た
た
め
で
す
。そ
し
て
今
も
な
お
、

福
島
河
岸
の
脇
に
は
旧
日
本
銀
行
福
島
支
店
長
役
宅
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
20
世
紀
の
福
島
県
の
産
業
を
語
る

と
き
、
ま
ず
第
一
に
登
場
す
る
蚕
糸
業
は
、
明
治
時
代

の
国
策
の
王
道
を
ゆ
く
「
当
時
の
先
端
産
業
」
で
し
た
。

そ
の
礎
を
築
い
た
信
達
地
方
の
養
蚕
活
動
を
流
通
面
で

支
え
て
き
た
の
が
、阿
武
隈
川
舟
運
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

福
島
河
岸
が
あ
っ
た
現
在
の
御
倉
町
。
そ
の
名
前
の

由
来
は
、「
河
岸
に
蔵
が
あ
っ
た
」
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

舟
運
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
福
島
の
佇

た
だ
ず

ま
い
は
、
河
岸
近

辺
の
蔵
に
、
そ
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

し
て
福
島
河
岸
に
は
船
着
き
場
が
再
現
さ
れ
、
往
時
を

し
の
ぶ
市
民
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
柴
田
さ
ん
は
、「
現

在
、
福
島
市
で
は
『
阿
武
隈
川
サ
ミ
ッ
ト
』
や
、
福
島
の

歴
史
と
文
化
を
知
る
こ
と
か
ら
未
来
の
ま
ち
づ
く
り
を

考
え
る
『
川
か
ら
陸お

か

へ
の
ま
ち
づ
く
り
』
を
推
進
し
て

い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。
ま
ち
の
成
り
立
ち
や
佇
ま
い

を
大
切
に
し
た
い
。
そ
ん
な
想
い
は
、
明
日
へ
と
受
け

継
が
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
愛
す
べ
き
ふ
る
さ
と
の
歴
史
を

知
り
、
学
ぶ
こ
と
が
「
21
世
紀
の
ま
ち
づ
く
り
」
へ
と
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
夢
見
な
が
ら
―
―
。

■
物
資
輸
送
の
革
命
―
―
舟
運
の
開
始

信
達
地
方
（
現
在
の
福
島
市
と
伊
達
郡
全
体
）
は
、
寛

文
４
年
（
１
６
６
４
）
に
、
米
沢
藩
領
か
ら
江
戸
幕
府
が

直
接
治
め
る
地
域
、
天
領
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
地
方

は
、
か
つ
て
会
津
の
蒲が

生も
う

氏
郷

う
じ
さ
と

の
支
配
下
に
あ
り
、
そ
の

後
は
米
沢
・
上
杉
氏
の
領
地
で
あ
っ
た
た
め
、
領
主
へ
の

年
貢
米
は
陸
上
輸
送
で
事
足
り
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

天
領
入
り
と
と
も
に
、
幕
府
へ
の
年
貢
と
し
て
、
信
達
地

方
か
ら
江
戸
に
廻
米

か
い
ま
い（
産
米
を
運
ぶ
）
を
す
る
必
要
に
迫

ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
阿
武
隈
川
舟
運
」

川
の
流
れ
を
利
用
し
て
、
舟
で
荷
物
を
運
ぶ
こ

と
を
「
舟

し
ゅ
う

運う
ん

」
と
い
い
ま
す
。
舟
運
は
、
か
つ
て
福

島
の
地
に
お
い
て
も
、
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
阿
武
隈
川
の
舟
運
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
、

江
戸
時
代
に
幕
藩
体
制
と
な
り
、
年
貢
米
の
運
送

に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

折
し
も
今
年
は
、
元
禄
１５
年
（
1
7
0
2
）
板
倉
氏

が
福
島
藩
に
就
封
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
3
0
0
年
。

こ
こ
で
は
、
福
島
市
教
育
委
員
会
文
化
課
長
の
柴

田
俊
彰
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
地
域
発
展

の
原
動
力
と
も
な
っ
た
舟
運
の
時
代
的
役
割
と
、

こ
れ
を
礎
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
振
り
返

っ
て
み
ま
し
た
。

阿武隈川舟運図（福島河岸）（福島市資料展示室蔵） 福島城に隣接した福島河岸（手前）にある
蔵には、村々からの年貢米が運ばれました。一番左が福島藩主・板倉氏の城主蔵、あとは順に
御城米御蔵、上総屋の船会所、米沢藩・上杉氏の米蔵が並んでいました

平
成
12
年
、
福
島
河
岸
が
あ
っ
た
場
所
に
、
船
着
き
場
が
再
現
さ
れ

ま
し
た
。
福
島
市
で
は
い
ま
、
阿
武
隈
川
舟
運
の
歴
史
を
学
び
、
ま

ち
づ
く
り
へ
つ
な
げ
よ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
か
け
を
行
っ
て
い

ま
す
（
橋
向
こ
う
の
左
奥
が
、
か
つ
て
福
島
城
が
あ
っ
た
現
・
福
島
県

庁
舎
近
辺
）

舟運図を見ていくと、福島河岸のほか、現・福島市内にあった天神・渡利・瀬上の各河岸が黄色の楕円形の中に描かれています。
摺上川との合流点にあった瀬上河岸は難所のため、航路が赤い線で描かれ、船乗りはこの線を頼りに米を安全に輸送しました

福島河岸から河口の荒浜までの阿武隈川舟運は、
大きく次の二つに分けられます。
①福島河岸～水沢・沼ノ上河岸
②水沢・沼ノ上河岸～荒浜
①の区間は五十俵積みの子鵜飼船で米を運び、
②の水沢・沼ノ上で百俵積みのひらた船に積み替
え、河口の荒浜に向かいました。ここからさらに
荷物積み替えを経て、松島湾の寒風沢島に運ばれ、
さらに太平洋を南下し、江戸へと運びました
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板
倉
氏
・
福
島
藩
就
封
か
ら
３
０
０
年

地
域
発
展
の
原
動
力

阿
武
隈
川
の
舟
運

米
沢
藩
年
貢
米
蔵
（
福
島
市
柳
町
）

米
沢
街
道

を
通
っ
て
運
ば
れ
た
年
貢
米
が
、
こ
の
蔵
に
集
め

ら
れ
ま
し
た

阿武隈川舟運で、難所と言われた猿跳峡
（現・宮城県丸森町）の猿跳岩。ここには今も
多くの岩場があり、その荒々しい岩肌が、往
時の舟運の労苦をしのばせます

「ここ福島河岸の対岸にあった天神河岸に
は、かつて、舟運の守り神である弁財天の
堂がありました」と語る柴田さん

廻
米
旗
（
阿
部
和
代
治
氏
所
蔵
）

幕
府
の
御
城
米

を
運
ぶ
小
鵜
飼
船
に
立
て
ら
れ
た
旗
。
日
の
丸
の

入
っ
た
こ
の
旗
を
立
て
た
廻
米
舟
は
、
商
人
の
舟

よ
り
も
優
先
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
ま
し
た

天神河岸▼▼渡利河岸

猿
跳
峡
の
絵
図
に
よ
る
と
、
こ
の
難
所
は
舟
運
を

妨
げ
る
巨
石
が
あ
り
、
川
底
を
改
修
す
る
な
ど
し

て
水
路
（
絵
図
内
の
赤
い
線
）
を
つ
く
り
ま
し
た

▲福島河岸▲瀬上河岸


