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犬
山
の
北
部
を
流
れ
る
木
曽
川
は
、
大

正
期
に
地
理
学
者
の
志し

賀が

重し
げ

昴た
か

が
犬
山
城

下
の
木
曽
川
を
散
策
し
た
と
き
、
そ
の
景

観
を
み
て
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
川
を
思
い
出

し
た
こ
と
か
ら
「
日
本
ラ
イ
ン
」
と
も
よ

ば
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
「
日
本
ラ
イ

ン
下
り
」
と
し
て
飛
騨
木
曽
川
国
定
公
園

の
日
本
八
景
に
数
え
ら
れ
る
渓
谷
美
を
堪

能
で
き
る
遊
覧
コ
ー
ス
が
組
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
現
在
は
春
の
桜
、
初
夏
の
新
緑
、

秋
の
紅
葉
な
ど
季
節
ご
と
に
木
曽
川
の
風

景
を
楽
し
め
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
川
を
髣ほ
う
ふ
つ髴
と
さ
せ
る
景
観

名
め

い

勝
し

ょ

う 
木き

曽そ

川
が

わ

日
本
八
景
に

数
え
ら
れ
る
渓
谷
美

木曽川の景観



　

犬
山
橋
は
、
愛
知
県
の
犬
山
と
岐
阜
県

の
鵜
沼
を
結
ぶ
全
長
２
２
３
メ
ー
ト
ル
の

鉄
道
橋
で
す
。
大
正
14
年
（
１
９
２
５
）

に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
建
設
当
初
は
道
路

と
鉄
道
の
共
用
橋
で
し
た
が
、
や
が
て
交

通
量
が
多
く
な
る
と
鉄
道
橋
に
並
ん
で
道

路
橋
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
12
年
（
２
０
０
０
）
に
開
通
し
た

道
路
橋
は
愛
称
を
「
ツ
イ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
」

と
い
い
、
４
車
線
と
バ
ル
コ
ニ
ー
を
備
え

た
歩
道
が
あ
り
ま
す
。
バ
ル
コ
ニ
ー
に
立

つ
と
、
下
流
側
に
犬
山
城
と
、
城
に
相
対

す
る
よ
う
に
そ
び
え
る
伊
木
山
が
見
ら
れ

ま
す
。
６
月
上
旬
に
は
木
曽
川
に
幾
艘
か

の
鵜
飼
い
舟
が
浮
か
び
、
夏
の
風
物
詩
と

な
っ
て
い
ま
す
。

橋
の
上
か
ら
眺
め
る

木
曽
川
の
景
観

犬い

ぬ

山や

ま

橋ば

し

名
勝 

木
曽
川
関
連

建設当初の犬山橋頑丈なトラス構造

犬山橋 ( 鉄道橋 )



桃
太
郎
神
社
が
現
在
の
姿
と
な
っ
た
の

は
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

元
々
の
姿
は
桃
山
の
麓
に
あ
っ
た
小
さ
な

子こ

守も
り

社し
ゃ

で
、
地
域
の
子
ど
も
の
守
り
神
と

し
て
古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
て
い
た
そ
う

で
す
。
昭
和
5
年
（
1
9
3
0
）、
こ
の

子
守
社
を
現
在
の
地
に
移
転
し
、「
桃
太

郎
神
社
」
は
誕
生
し
ま
し
た
。

こ
の
桃
太
郎
神
社
移
転
の
背
景
に
は
、

地
元
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
奔
走
し
た
熱

い
男
達
が
い
ま
し
た
。
栗
栖
村
の
総
代
で

あ
っ
た
川か

わ

治じ

宗そ
う

一い
ち

と
仙せ

ん

石ご
く

森も
り

吉よ
し

、
当
時
栗

栖
小
学
校
の
校
長
先
生
で
、
ご
意
見
番
と

し
て
協
力
し
た
奥
村
政
寿
、
そ
し
て
当
時

鳥
瞰
図
絵
師
と
し
て
人
気
で
あ
っ
た
吉よ

し

田だ

初は
つ

三さ
ぶ

郎ろ
う

で
す
。
彼
ら
は
、犬
山
周
辺
の「
日

本
ラ
イ
ン
」
と
称
さ
れ
る
木
曽
川
沿
岸
の

地
域
に
、
桃
太
郎
伝
説
に
ま
つ
わ
る
地
名

や
場
所
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
に
気
が

つ
き
、
犬
山
の
地
を
桃
太
郎
で
売
り
出
す

こ
と
を
考
え
つ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
吉
田

初
三
郎
は
「
桃
太
郎
発
祥
伝
説
地
に
関
す

る
一
考
察
」
と
い
う
著
書
の
中
で
、
桃
太

郎
の
生
誕
地
は
犬
山
で
あ
る
と
主
張
し
、

桃
太
郎
伝
説
で
犬
山
を
盛
り
上
げ
る
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
を
開
始
す
る
の
で
す
。
川
治
宗

一
が
私
財
を
投
じ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、「
桃

太
郎
神
社
」創
設
は
現
実
の
も
の
と
な
り
、

川
治
は
そ
の
初
代
宮
司
、
仙
石
森
吉
は
初

代
神
官
と
な
り
ま
し
た
。

木
曽
川
を
盛
り
上
げ
た
い
！

熱
い
男
達
の
思
い

吉
よ

し

田だ

初
は

つ

三
さ

ぶ

郎
ろ

う

と
画が

室
し

つ

名
勝 

木
曽
川
関
連

桃太郎神社拝殿

桃太郎と犬・猿・キジの像 猿の像



　

吉
田
初
三
郎
は
明
治
17
年

（
1
8
8
4
）
、
京
都
市
で
生
ま
れ
、
10

代
の
時
に
友
禅
図
案
絵
師
の
家
に
奉
公

し
、
京
都
三
越
の
職
工
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
25
歳
の
時
に
洋
画
家
を
志
し
、

生
涯
の
師
と
な
る
洋
画
家
の
鹿か

の

子こ

木ぎ

孟
た
け
し

郎ろ
う

に
入
門
し
ま
す
。
そ
の
後
、
才
能
が
あ

り
な
が
ら
洋
画
家
と
し
て
は
活
動
の
場
に

恵
ま
れ
な
か
っ
た
初
三
郎
は
、
師
の
勧
め

で
商
業
画
家
に
転
換
し
ま
す
が
、
大
正
３

年
（
1
9
1
4
）
、
京
阪
電
鉄
の
貴
賓
電

車
内
に
置
か
れ
た
作
品
『
京
阪
電
車
御
案

内
』
が
昭
和
天
皇
の
目
に
と
ま
り
、
「
奇

麗
で
分
か
り
や
す
い
。
」
と
御
嘉
賞
を
賜

り
、
終
世
こ
の
お
言
葉
を
モ
ッ
ト
ー
に
制

作
に
励
ん
だ
そ
う
で
す
。
鳥
瞰
図
作
成
を

自
分
の
終
世
の
仕
事
に
す
る
と
心
に
誓
っ

た
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
初
三
郎
の
も

と
に
は
、
鉄
道
省
や
全
国
の
都
市
、
鉄

道
、
ホ
テ
ル
な
ど
か
ら
名
所
鳥
瞰
図
の
作

成
依
頼
が
次
々
と
舞
い
込
む
よ
う
に
な
り

ま
す
。
初
三
郎
の
独
特
の
画
風
は
、
「
初

三
郎
式
鳥
瞰
図
」
と
よ
ば
れ
、
初
三
郎
は

「
大
正
広
重
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
り

ま
し
た
。

さ
て
、
そ
ん
な
初
三
郎
が
数
多
く
の
作

品
を
制
作
す
る
拠
点
に
な
っ
た
場
所
の
一

つ
が
、
実
は
犬
山
・
栗
栖
の
地
で
し
た
。

初
三
郎
は
大
正
12
年
（
1
9
2
3
）
８

月
、
名
古
屋
鉄
道
常
務
・
上か

遠ど

野の

富と
み

之の

助す
け

（
の
ち
社
長
）
の
招
き
に
よ
り
日
本
ラ
イ

ン
を
訪
れ
、
そ
の
風
光
に
魅
せ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
9
月
に
お
こ
っ
た
関
東
大

震
災
に
お
い
て
、
東
京
に
あ
っ
た
自
宅
や

店
を
失
っ
た
初
三
郎
に
、
上
遠
野
が
継つ

鹿が

尾お

山
麓
の
日
本
ラ
イ
ン
沿
い
に
建
つ
蘇そ

江こ
う

倶く

楽ら

部ぶ

と
い
う
建
物
を
提
供
し
ま
す
。
初

三
郎
は
そ
こ
に
「
蘇そ

江こ
う

画が

室し
つ

」
と
い
う
ア

ト
リ
エ
を
設
け
、
創
作
活
動
を
開
始
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
こ
の
ア
ト
リ
エ
を
昭
和
4

年
（
1
9
2
9
）、
不
老
の
滝
の
そ
ば
に

移
転
し
、
活
動
を
深
め
て
い
っ
た
そ
う
で

す
。
現
在
、
蘇
江
画
室
の
建
物
は
残
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
建
物
が
あ
っ
た
場
所
か
ら

は
初
三
郎
が
愛
し
た
美
し
い
木
曽
川
の
景

色
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

  

初
三
郎
は
ま
た
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
、
犬
山
に
お
け
る
観
光
地
化
の

立
役
者
の
一
人
と
し
て
も
活
躍
し
ま
し

た
。
昭
和
2
年
（
1
9
2
7
）
の
春
、
新

聞
社
の
主
催
で
選
定
さ
れ
た「
日
本
八
景
」

に
日
本
ラ
イ
ン
木
曽
川
が
河
川
の
部
で
1

位
に
入
選
し
た
裏
に
は
、
初
三
郎
が
審
査

員
に
日
本
ラ
イ
ン
の
素
晴
ら
し
さ
を
強
く

訴
え
か
け
た
こ
と
が
大
い
に
影
響
し
た
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
初
三
郎

は
桃
太
郎
神
社
創
設
に
も
深
く
携
わ
っ
て

お
り
、
今
に
続
く
犬
山
の
観
光
地
と
し
て

の
発
展
に
大
き
く
尽
力
し
た
人
物
で
あ
っ

た
と
い
え
ま
す
。

初
三
郎
、
栗
栖
へ

鳥
瞰
図
と
初
三
郎

木曽川の景観

木曽川をゆく観光船



桃も

も

太た

郎ろ

う

神じ

ん

社じ

ゃ

　

犬
山
遊
園
駅
か
ら
車
で
北
へ
と
走
る
こ

と
5
分
、
栗
栖
集
落
の
南
端
に
全
国
的
に

も
珍
し
い
桃
形
の
鳥
居
を
持
つ
桃
太
郎
神

社
が
あ
り
ま
す
。
桃
太
郎
神
社
は
そ
の
名

の
通
り
、誰
も
が
知
る
日
本
の
ヒ
ー
ロ
ー
、

桃
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎
の
伝
説
が
息
づ

く
神
社
で
す
。
御
祭
神
に
は
、
桃
太
郎
と

さ
れ
て
い
る
大

お
お
か
む
づ
み
の
み
こ
と

神
実
命
が
お
祀
り
さ
れ
て

い
ま
す
。
境
内
に
は
、
桃
太
郎
伝
説
を
再

現
し
た
浅あ

さ
の
し
ょ
う
う
ん

野
祥
雲
作
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塑

像
や
お
婆
さ
ん
が
洗
濯
を
し
た
と
伝
わ
る

洗
濯
岩
な
ど
が
存
在
し
、
桃
太
郎
神
社
の

顔
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
度
訪

れ
る
と
そ
の
個
性
的
な
世
界
観
に
な
ん
だ

か
病
み
付
き
に
な
る
・
・
・
そ
ん
な
不
思

議
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
る
ス
ポ
ッ
ト
、
そ
れ

が
桃
太
郎
神
社
で
す
。

栗
栖
の
桃
太
郎
伝
説
が

息
づ
く
神
社

吉
田
初
三
郎
と

画
室
関
連

桃太郎の像

桃太郎神社扁額 鳥居と桃太郎の像桃太郎神社拝殿



　

三
代
城
主
成
瀬
正
親
が
御
料
鵜
飼
と
し

て
万
治
2
年
（
１
６
５
９
）
に
始
め
た
漁

業
の
一
つ
で
す
。

　

当
初
は
御
料
鵜
飼
と
し
て
確
立
さ
れ
な

が
ら
も
、
天
候
や
川
の
状
態
に
左
右
さ
れ

る
こ
と
な
ど
か
ら
次
第
に
観
光
化
し
て
い

き
ま
し
た
。

　

昭
和
60
年
（
１
９
８
５
）
に
犬
山
市
の

無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
遊
覧

鵜
飼
い
と
し
て
古
の
風
情
を
現
在
に
伝
え

て
い
ま
す
。 三

百
五
十
年
の
歴
史
を

持
つ
木
曽
川
鵜
飼
い

木き

曽そ

川
が

わ

鵜う

飼か

い
名
勝 

木
曽
川
関
連

鵜飼い船鵜

鵜匠



モ
ノ
レ
ー
ル
跡

あ

と

　

か
つ
て
名
古
屋
鉄
道
の
遊
園
駅
か
ら
途

中
成
田
山
駅
を
経
て
日
本
モ
ン
キ
ー
パ
ー

ク
内
の
動
物
園
駅
ま
で
を
、
モ
ノ
レ
ー
ル
路

線
が
結
ん
で
い
ま
し
た
。

　

昭
和
37
年
（
１
９
６
２
）
に
開
業
し
て

か
ら「
犬
山
モ
ノ
レ
ー
ル
」と
も
呼
ば
れ
て
、

多
く
の
観
光
客
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

モ
ノ
レ
ー
ル
は
車
両
が
「
跨
座
式
」
と
「
懸

垂
式
」
の
２
タ
イ
プ
あ
り
ま
す
が
、
犬
山

モ
ノ
レ
ー
ル
は
日
本
初
の
跨
座
式
で
し
た
。

　

利
用
者
数
の
減
少
や
車
両
・
施
設
の
老

朽
化
の
た
め
、
惜
し
ま
れ
な
が
ら
平
成
20

年
（
２
０
０
８
）
12
月
に
営
業
を
終
了
し

ま
し
た
。

動
物
園
行
き
モ
ノ
レ
ー
ル
、

出
発
！

名
勝 

木
曽
川
関
連

モノレール跡

跨座式のレール跡



日
本
モ
ン
キ
ー
パ
ー
ク
の

若
い
太
陽
の
塔

日に

本ほ
ん

モ
ン
キ
ー
セ
ン
タ
ー

日
本
モ
ン
キ
ー
パ
ー
ク

　

日
本
モ
ン
キ
ー
セ
ン
タ
ー
は
世
界
で
も

珍
し
い
サ
ル
類
専
門
の
動
物
園
で
す
。
セ

ン
タ
ー
の
飼
育
展
示
種
数
は
、
約
60
種

９
０
０
頭
と
世
界
最
多
を
誇
り
ま
す
。
展

示
に
も
工
夫
が
さ
れ
て
お
り
、
霊
長
類
の

特
徴
を
活
か
し
た
行
動
展
示
や
ガ
イ
ド
ツ

ア
ー
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
一
味
ち
が
っ
た
動

物
園
が
楽
し
め
ま
す
。
冬
に
は
風
物
詩
と

な
っ
た
「
た
き
火
に
あ
た
る
サ
ル
」
も
見

ら
れ
ま
す
。

　

日
本
モ
ン
キ
ー
パ
ー
ク
で
は
、
岡
本
太

郎
作
「
若
い
太
陽
の
塔
」
が
見
学
で
き
ま

す
。
こ
の
塔
は
昭
和
45
年
（
1
９
７
０
）

の
大
阪
万
博
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
「
太

陽
の
塔
」
の
1
年
前
に
制
作
さ
れ
た
も
の

で
す
。
塔
の
高
さ
は
26
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま

す
が
、
途
中
7
メ
ー
ト
ル
の
所
が
展
望
台

と
な
っ
て
お
り
、
雄
大
な
濃
尾
平
野
と
木

曽
川
の
流
れ
が
一
望
で
き
ま
す
。

サ
ル
類
専
門
の
動
物
園

名
勝 

木
曽
川
関
連

高さ 15 メートルのビックループ

若い太陽の塔



城
主
が
愛
で
た
や
き
も
の

犬
い

ぬ

山
や

ま

焼
や

き

犬
山
、
伝
説
の
焼
き
物

謎
多
き
起
源

犬
山
焼
は
、
上
本
町
の
島し

ま

屋や

宗そ
う

九く

郎ろ
う

と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
、
文
化
７
年

（
1
8
1
0
）、
丸
山
新
田
に
開
窯
さ
れ
た

の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
文

化
・
文
政
期
と
い
え
ば
、
国
内
で
町
人
文

化
が
も
っ
と
も
花
開
い
た
時
期
。
も
ち
ろ

ん
犬
山
城
下
に
お
い
て
も
、
町
人
達
の
生

活
や
文
化
の
水
準
が
高
い
レ
ベ
ル
に
達
し

て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
な
か
で
始
ま
っ
た
丸
山
で
の

や
き
も
の
生
産
で
す
が
、
残
念
な
こ
と
に

今
日
に
伝
わ
る
創
業
当
時
の
資
料
は
少
な

く
、
開
窯
当
初
ど
ん
な
も
の
が
焼
か
れ
て

い
た
の
か
は
、よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

雲錦手花瓶



江
戸
時
代
は
、
陶
磁
器
を
生
産
す
る
権

利
が
厳
し
く
管
理
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の

よ
う
に
だ
れ
で
も
自
由
に
窯
を
運
営
で
き

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
尾
張

一
の
窯
業
生
産
地
で
あ
っ
た
瀬
戸
か
ら
、

丸
山
窯
の
営
業
に
対
し
て
苦
情
が
寄
せ
ら

れ
た
と
い
う
記
録
も
残
り
、
そ
ん
な
状
況

下
で
も
丸
山
窯
が
閉
窯
す
る
こ
と
な
く
活

動
を
続
け
ら
れ
た
の
は
、
犬
山
城
主
成
瀬

氏
の
庇
護
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
成
瀬
家
に
伝
わ
る
古
文
書
の

中
に
は
、
成
瀬
氏
が
献
上
品
に
犬
山
焼
を

使
用
し
た
と
い
う
記
述
も
み
ら
れ
、
こ
の

や
き
も
の
に
対
し
、
少
な
か
ら
ず
成
瀬
氏

の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
ま
た
、
今
日
犬
山
焼
の
代
表
的

意
匠
に
あ
げ
ら
れ
る
雲う

ん

錦き
ん

手で

は
、
七
代
犬

山
城
主
・
成
瀬
正
住
の
意
向
で
描
か
れ
は

じ
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

雲
錦
手

ア
・
ラ
・
カ
ル
ト

初
代
オ
ー
ナ
ー
は

成
瀬
様

　

さ
て
、
こ
の
春
の
桜
と
秋
の
紅も

み

葉じ

を
ひ

と
つ
の
う
つ
わ
に
描
い
て
し
ま
う
…
と
い

う
大
胆
な
発
想
の
意
匠
は
、
京
焼
に
よ
っ

て
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
犬

山
で
は
一
口
に
雲
錦
手
と
い
っ
て
も
、
よ

く
見
る
と
、
紅
葉
の
色
や
形
が
様
々
で
、

幾
通
り
も
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の
に
気
が

付
き
ま
す
。
犬
山
に
お
い
て
雲
錦
手
の
品

が
長
く
大
量
に
生
産
さ
れ
て
き
た
秘
訣

は
、
こ
の
多
様
性
に
も
あ
る
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
一
体
何
通
り
の
雲
錦
手
が
あ
る

の
か
、数
え
て
み
る
の
も
面
白
い
で
す
ね
。

犬
山
焼
の
も
う
一
つ
の
代
表
的
意
匠
が

呉ご

州す

赤
絵
写
し
。
呉
州
赤
絵
写
し
は
、
京

焼
を
は
じ
め
、
全
国
各
地
で
み
か
け
る
意

匠
で
す
が
、
な
か
で
も
犬
山
赤
絵
は
、
筆

致
が
自じ

由ゆ
う

闊か
っ

達た
つ

で
本
場
中
国
呉
州
赤
絵
に

通
じ
る
興
趣
が
あ
り
、
実
は
か
く
れ
た

フ
ァ
ン
が
…
と
い
う
話
も
耳
に
し
ま
す
。

華やかな犬山焼の数々

雲錦手花瓶



犬い

ぬ

山や

ま

焼や

き

窯か

ま

元も

と

犬
山
焼
関
連

犬
山
城
主
成
瀬
正
寿
が
文
化
7
年

（
１
８
１
０
）
丸
山
に
開
い
た
窯
は
、
文

政
年
間
（
19
世
紀
）
に
は
犬
山
藩
お
庭
焼

と
し
て
発
展
し
ま
し
た
が
、
幕
末
に
な
る

と
、
藩
の
斜
陽
と
共
に
廃
窯
に
瀕ひ

ん

し
ま
し

た
。
藩
の
御
用
瓦
師
を
務
め
て
い
た
尾
関

作
十
郎
信
業
は
、
陶
窯
を
改
築
す
る
、
陶

工
を
選
ぶ
、
陶
土
を
精
選
す
る
な
ど
工
夫

に
工
夫
を
重
ね
て
犬
山
焼
を
復
興
さ
せ
ま

し
た
。
以
降
尾
関
窯
は
そ
の
志
を
受
け
継

ぎ
、
犬
山
焼
の
本
窯
元
と
し
て
今
日
に

至
っ
て
い
ま
す
。

犬
山
市
内
に
は
今
で
も
尾
関
作
十
郎
陶

房
、
後
藤
陶
逸
陶
苑
、
大
澤
久
次
郎
陶
苑

の
３
軒
の
窯
元
が
続
い
て
い
ま
す
。

今
に
続
く
犬
山
焼
の
窯
元

後藤陶逸陶苑



乾燥・絵付作業

個性的な意匠が楽しい犬山焼

尾関作十郎陶房



丸
ま

る

山
や

ま

古こ

窯
よ

う

群
ぐ

ん

犬
山
焼
関
連

　

犬
山
焼
は
、
文
化
7
年
（
１
８
１
０
）
に
、
島
屋
宗
九
郎
が
旧
余
坂
村
丸
山
で
創
業
し

ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
創
業
時
期
の
資
料
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
焼

い
て
い
た
の
か
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
丸
山
窯
は
、
犬
山
の
城
主
で
あ
る
成
瀬
家

の
お
庭
焼
と
し
て
保
護
を
受
け
、
そ
の
後
大
島
暉て

る

意み
つ

に
譲
り
受
け
ら
れ
、
京
都
や
上か

み

志し

段だ

味み

村
な
ど
か
ら
陶
工
が
招
か
れ
ま
し
た
。

　

丸
山
窯
は
天
保
初
年
（
１
８
３
０
）
頃
に
商
売
上
の
理
由
か
ら
一
度
廃
業
し
ま
す
が
、

時
の
城
主
成
瀬
正ま

さ
な
が寿

に
よ
り
再
興
を
遂
げ
ま
し
た
。
こ
の
頃
赤
絵
付
け
や
雲
錦
手
意
匠
が

描
か
れ
る
な
ど
、
現
在
の
犬
山
焼
を
特
徴
づ
け
る
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　

丸
山
窯
は
白
山
平
山
南
側
に
展
開
し
、
そ
の
窯
跡
は
昭
和
55
年
（
１
９
８
０
）
に
発
掘

調
査
が
実
施
さ
れ
、
4
～
5
基
の
窯
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

犬
山
焼
の
歴
史

丸山古窯周辺で発見された陶片

丸山古窯周辺で発見された陶片



今い

ま

井い

焼や

き

犬
山
焼
関
連

　

宮
ヶ
洞
古
窯
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
今

井
焼
を
焼
い
た
窯
と
し
て
知
ら
れ
、
宝
暦

年
間
（
１
７
５
１
～
１
７
６
３
）
に
、
今

井
村
の
奥
村
伝
三
郎
が
築
い
た
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
今
井
焼
は
、
鉄
釉
や
灰
釉

が
施
さ
れ
た
美
濃
系
の
焼
き
物
で
、
一
部

の
作
品
に
「
犬
山
」
の
押
印
が
み
ら
れ
る

の
が
特
徴
で
す
。
窯
跡
周
辺
で
は
陶
片
な

ど
が
採
取
さ
れ
て
お
り
、
数
基
の
窯
跡
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
発
掘
調

査
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

幻
の
や
き
も
の

宮
ヶ
洞
の
今
井
焼

宮ヶ洞の雑木林

「犬山」の押印 宮ヶ洞古窯周辺で発見された碗類



善ぜ

ん

師じ

野の

の
マ
ン
ガ
ン
鉱こ

う

・
栗く

り

栖す

の
鉱こ

う

山ざ

ん

マ
ン
ガ
ン
、
亜
炭
が
と
れ
た

善
師
野
の
鉱
山

今
は
ひ
っ
そ
り
と

栗
栖
、
不
思
議
な
鉱
山
跡

善
師
野
は
、「
善
師
野
石
」
の
他
に
も
、
電
池
な
ど
の

材
料
に
な
っ
た
「
マ
ン
ガ
ン
」
や
、
家
庭
用
の
燃
料
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
「
亜
炭
」
が
と
れ
る
場
所
で
も
あ
り
ま

し
た
。
郷
土
史
研
究
家
の
前
田
四
郎
に
よ
る
と
、
マ
ン
ガ

ン
鉱
山
は
善
師
野
の
伏
屋
地
内
、
亜
炭
鉱
山
は
向
野
地
内

に
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
鉱
山
の
入
り
口
は
今
は
草
に
覆
わ

れ
て
し
ま
い
、
見
つ
か
り
に
く
い
場
所
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
は
操
業
を
行
っ

て
お
り
、
ト
ラ
ッ
ク
が
普
及
し
て
い
な
い
頃
は
リ
ヤ
カ
ー

を
使
っ
て
マ
ン
ガ
ン
を
運
ん
で
い
た
と
の
こ
と
で
す
。

栗
栖
鉱
山
は
、
栗
栖
北
部
の
木
曽
川
沿
岸
に
残
る
マ

ン
ガ
ン
の
鉱
床
で
す
。
昭
和
前
半
、
周
辺
地
域
の
マ
ン

ガ
ン
鉱
床
の
中
で
も
多
量
の
出
鉱
量
を
誇
る
鉱
床
で
し

た
。現

在
で
も
複
数
の
露
天
掘
り
や
坑
道
掘
り
の
跡
が

残
っ
て
い
ま
す
。

栗
栖
鉱
山
は
、昭
和
13
年
（
１
９
３
８
）
に
開
発
さ
れ
、

昭
和
30
年
代
末
頃
ま
で
は
稼
働
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

採
掘
さ
れ
た
マ
ン
ガ
ン
は
、
木
曽
川
上
空
に
架
か
る
ロ
ー

プ
ウ
ェ
イ
に
よ
っ
て
対
岸
の
坂
祝
町
へ
と
運
ば
れ
、
坂

祝
駅
よ
り
出
荷
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
栗
栖
遊
歩

道
の
川
平
ル
ー
ト
沿
い
に
あ
る
坑
道
は
、
唯
一
見
学
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

栗栖の鉱山　　　　

栗栖の鉱山　　　　

善師野のマンガン鉱

善師野のマンガン鉱



　

犬
山
市
善
師
野
か
ら
可
児
市
帷か

た
び
ら子

付
近

は
、
「
イ
カ
石
」
ま
た
は
「
善
師
野
石
」
と

呼
ば
れ
る
石
が
採
れ
る
場
所
で
す
。
江
戸
時

代
の
終
り
頃
に
は
犬
山
土
産
と
し
て
『
尾

張
名
所
図
会
』
と
い
う
書
物
で
も
紹
介
し
て

い
ま
す
。
こ
の
本
に
よ
る
と
、
善
師
野
石

は
、
生
活
用
品
の
竈
や
火
鉢
、
神
社
や
お
寺

に
あ
る
灯
籠
な
ど
に
加
工
さ
れ
て
、
売
ら
れ

て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
善
師
野
石
が
、
別

名
「
竈
石
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理

由
は
、
こ
の
こ
と
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
ま

す
。

　
善
師
野
石
は
石
質
が
柔
ら
か
く
、
加
工
す

る
こ
と
が
比
較
的
簡
単
な
石
で
す
。
そ
れ
ゆ

え
、
い
ろ
い
ろ
な
モ
ノ
を
作
る
材
料
と
し
て

重
宝
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
『
尾
張
名

所
図
会
』
や
、
元
和
元
年
（
１
８
６
４
）
に

完
成
し
た
『
犬
山
視
聞
図
会
』
に
よ
る
と
、

当
時
の
人
々
は
善
師
野
宿
か
ら
東
へ
5
、

6
町
入
っ
た
寺
洞
と
い
う
現
在
の
「
四
季
の

丘
」
付
近
の
場
所
で
石
を
切
り
出
し
て
加
工

し
、
そ
れ
を
人
間
や
馬
の
力
で
犬
山
に
運
ん

で
販
売
し
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
さ
ら
に
古

い
時
代
に
は
、
木
曽
川
中
流
域
に
あ
る
古
墳

の
石
棺
に
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。

善
師
野
め
く
る
め
く
石
の
世
界

イ
カ
石い

し

（
善

ぜ

ん

師じ

野の

石
い

し

）

善師野の石切場熊野神社境内の祠熊野神社の燈籠熊野神社の狛犬



犬
山

ロ
ー

レ
ラ

イ
麦

酒
館

　
小

弓
鶴

酒
造

東
洋

自
慢

酒
造

妙
感

寺
古

墳

東
之

宮
古

墳

内
田

の
渡

し
、

常
夜

灯

三
光

稲
荷

神
社

針
綱

神
社

犬
山

城

犬
山

文
化

史
料

館

旧
磯

部
家

住
宅

小
島

醸
造

犬
山

橋

瑞
泉

寺

大
本

山
成

田
山

名
古

屋
別

院
大

聖
寺

愛
宕

神
社

木
之

下
城

跡

旧
堀

部
家

住
宅

ど
ん

で
ん

館青
塚

古
墳

盛
田

金
し

ゃ
ち

ビ
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犬山市内の観光スポット一覧
物語の巻

産業の巻

番号 スポット名 アクセス 開館時間

1 栗栖の渡し 犬山コミュニティバス栗栖・富岡線
「栗栖北」 −

2 継鹿尾観音寂光院 犬山コミュニティバス栗栖・富岡線
「寂光院口」 8:00～17:00

3 内田の渡し 常夜灯 名鉄「犬山遊園駅」よりすぐ −

4 瑞泉寺 名鉄「犬山遊園駅」東口より
徒歩3分 −

5 大本山成田山名古屋別院大聖寺 名鉄「犬山遊園駅」東口より
徒歩約5分 −

6 東之宮古墳 名鉄「犬山遊園駅」東口より
徒歩約20分 −

7 尾関作十郎陶房 犬山コミニュティバス栗栖・富岡線
「サンパーク犬山」より徒歩約10分 −

8 後藤陶逸陶苑 犬山駅より名鉄バス「モンキーパーク」
バス停下車徒歩1分 9:00-19:00

9 大澤久次郎陶苑 名鉄広美線「富岡駅」下車徒歩8分 9:00-19:00（不定休）

10 妙感寺古墳 名鉄「犬山駅」東口より徒歩約10分 −

11 犬山城 名鉄「犬山遊園駅」西口より
徒歩約15分

9:00-17:00(入場は16：30まで）
12/29-31休み

12 針綱神社 名鉄「犬山遊園駅」西口より
徒歩約12分 −

13 三光稲荷神社 名鉄「犬山遊園駅」西口より
徒歩約12分 −

14 犬山市文化史料館 名鉄「犬山駅」西口より
徒歩約15分

9:00-17:00（入館は16:30まで）
12/29-31休み

15 どんでん館 名鉄「犬山駅」西口より
徒歩約10分

9:00-17:00（入館は16:30まで）
12/29-31休み

16 旧磯部家住宅 名鉄「犬山駅」西口より
徒歩約10分

9:00-17:00（入館は16:30まで）
12/29-31休み

17 旧堀部家住宅 名鉄「犬山口駅」北口より
徒歩約8分

10:00-16:00
月・火曜定休（祝日の場合は営業し
翌日休業）冬期休館期間あり

18 愛宕神社・木ノ下城跡 名鉄「犬山駅」西口より
徒歩約5分 −

19 犬山ローレライ麦酒館（小弓鶴） 名鉄「羽黒駅」より
徒歩約15分

11:30-15:00（LO14:00）
17:00-22:00（LO21:00） 

20 盛田金しゃちビール株式会社 − −

21 小島醸造 名鉄「犬山駅」西口より徒歩約10分 10:00-17:00（不定休）

22 東洋自慢酒造 名鉄「羽黒駅」より
徒歩約8分 −

23 野外民族博物館リトルワールド 犬山駅東口岐阜バス
「リトルワールド」下車 9:30-17:00 ※季節・曜日により変動

24 博物館明治村 犬山駅東口岐阜バス
「明治村」下車 9:30-17:00 ※季節・曜日により変動

25 入鹿池
犬山コミュニティバス入鹿・羽黒線 

「羽黒駅」乗車「神尾」
または「入鹿」下車

−

26 尾張冨士浅間神社 犬山コミュニティバス入鹿・羽黒線
「富士」下車 −

27 青塚古墳 犬山コミュニティバス楽田西部線
 「青塚公民館」下車

月曜定休
（祝日の場合は営業し翌日休み）と
年末年始

28 大縣神社 犬山コミュニティバス楽田東部線 
「大縣神社」下車 −

たびにオススメの資料

犬山たび  「産業の巻」



「犬山文化遺産ナビとは」

犬山市は愛知県の北西部にある豊かな自然や多くの文化遺産が残る地域で

す。犬山文化遺産ナビでは、犬山の魅力がわかるモデルコースや、見どこ

ろスポットをお伝えします。また、犬山市に伝わる物語もアニメでお楽し

みいただけます。

文化遺産を訪れて、カードを集めよう！

文化遺産カード

スマートフォンで文化遺産や史跡めぐり

犬山たび

犬山の最新情報をHPでチェック！

犬山文化遺産ナビ

文化遺産ナビとは、スマートフォンで使用でき
る犬山の文化遺産ナビシステムアプリです。
どこにどんな文化遺産があるのか、またどんな
方法で訪れればいいのか、簡単に調べる事がで
きます。

リストモード マップモード

文化遺産カードの楽しみかた

犬山城下町について
『犬山城下町マップ』犬山城下町の詳細マップ。犬山祭を見学する際は、携帯していると便利です。犬山観光案内所などで配布。

文化遺産カードについて：文中に、herica マークがついているものは、「文化遺産カード」がある文化遺産です。文化遺産を訪れてカードをたくさん集めましょう！
・「名勝　木曽川」「桃太郎神社」．．．配布場所：青塚古墳ガイダンス施設　　※詳細は下記をご参照ください。
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横山住雄　『犬山の歴史散歩』　1991
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