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水口細工

　
「
葛
」
と
い
う
自
然
の
素
材
を
用
い

て
、
繊
細
な
細
工
を
施
す
近
世
水
口
宿

に
花
開
い
た
民
芸
品
に
「
水
口
細
工
」

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
民
芸
品
は
、
水
口
宿
の
発

展
と
と
も
に
街
道
の
名
産
品
と
し
て
町

人
だ
け
で
な
く
、
水
口
藩
士
の
内
職
と

し
て
作
ら
れ
、往
来
を
行
き
交
う
人
々
の

土
産
と
し
て
人
気
を
博
し
て
い
た
の
で
す
。

　
水
口
細
工
の
よ
う
に
ツ
ヅ
ラ
フ
ジ
や

葛
で
編
ん
だ
も
の
を
一
般
的
に
「
葛
（
く

ず
）
編
み
」
と
い
い
ま
す
。
葛
編
み
は

正
倉
院
の
宝
物
の
な
か
に
も
あ
る
よ
う

に
、
奈
良
時
代
か
ら
作
ら
れ
、
生
活
の

な
か
で
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
な
ぜ
葛
編
み
が
水
口
で
盛
ん
に
作
ら

れ
始
め
た
か
、
そ
の
起
源
は
詳
し
く
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
江
戸
時
代
に

書
か
れ
た
多
く
の
書
物
に
は
す
で
に
水

口
の
名
産
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
藩
主
の
贈
答
や
献
上
、
宮
中

の
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
、
伊
勢
神
宮
の
式

年
遷
宮
な
ど
に
際
し
て
は
、
特
別
製
の

水
口
細
工
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
明
治
６
年
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

ウ
ィ
ー
ン
で
行
わ
れ
た
万
国
博
覧
会
に

出
品
し
、
海
外
、
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
に
販
路
を
広
げ
ま
し
た
。

　
伊
勢
神
宮
へ
の
水
口
細
工
の
奉
納
は

昭
和
28
年
の
式
年
遷
宮
ま
で
続
け
ら
れ

ま
し
た
が
、
次
の
昭
和
48
年
の
式
年
遷

宮
か
ら
は
埼
玉
県
在
住
の
竹
藤
工
芸
の

職
人
が
伊
勢
神
宮
の
依
頼
を
受
け
、
か

つ
て
の
水
口
細
工
を
再
現
し
奉
納
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
現
在
、
水
口
中
央
公
民
館
の
講
座
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
水
口
細
工
の
良
さ
を

見
直
し
、
復
元
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
、
当
地
で
は
技
法
を
伝

承
す
る
人
が
い
な
い
た
め
、
ど
の
蔓
を

使
っ
て
い
る
の
か
、
ど
う
や
っ
て
編
ん

で
い
く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
試
行
錯
誤
の
末
、

縦
の
丸
蔓
は
ア
オ
ツ
ヅ
ラ
フ
ジ
、
横
の

割
蔓
は
葛
（
く
ず
）
で
あ
る
と
い
う
事

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
ア
オ
ツ
ヅ
ラ
フ
ジ
は
、
冬
の

間
に
収
穫
し
、
乾
燥
さ
せ
節
を
取
り
、

熱
湯
に
数
日
浸
し
て
お
き
、
外
皮
を
取

り
除
き
ま
す
。
一
方
、
葛
は
夏
の
間
に

収
穫
し
、
煮
て
２
つ
に
割
り
外
皮
を
取

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
米
の
と
ぎ
汁
に
一

晩
浸
け
、
天
日
に
晒
す
作
業
を
３
、
４

回
繰
り
返
し
、
湿
っ
て
い
る
う
ち
に
ナ

イ
フ
で
薄
く
削
い
で
い
く
な
ど
、
素
材

に
も
細
心
の
注
意
が
は
ら
わ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
を
独
特
の
編
み
方
に
よ
っ
て

一
つ
ひ
と
つ
の
工
程
を
こ
な
し
、
水
口

細
工
は
で
き
あ
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

　
ビ
ニ
ー
ル
や
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
出

現
に
よ
っ
て
横
に
追
い
や
ら
れ
、
つ
い

に
生
活
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
水
口
細

工
で
す
が
、
古
い
技
法
を
再
現
し
な
が

ら
水
口
細
工
を
甦
ら
せ
よ
う
と
す
る
試

み
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
水
口
細
工
は
水
口
歴
史
民
俗
資
料
館

に
展
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

水口細工

4艘の渡し船
（泉区有文書）

　横田渡の渡し船
　甲賀市域を東西に貫通する東海道、そ
の西の入り口が「東海道十三渡」の一つ
「横田渡」です。「京発ち石部泊まり」
の言葉があるように、健脚だった当時
の旅人もこの川渡しは避けて通れませ
んでした。三雲側と泉側には当時の常
夜灯が残り、泉側のものは文政５年（1822）
の建立で東海道随一の規模を誇っています。
　横田渡は幕府道中奉行の管理下地元泉村
が運営。冬の渇水時を除き４艘の渡し船を運航
し人馬や荷物を運びましたが、船渡しの主役である
渡し船の実態はあまり知られていません。そこで泉区の古
文書をひもとくと、色々なことがわかってきました。
　異例なのは、まず船の建造や修理が京都伏見の船大工によっ
て行われていることです。江戸時代の近江は湖上交通が盛
んで、大津など湖畔には船大工の拠点が多くあったのに、
その関与が見られないのです。二つ目は船の規模です。全
長は約12.6メートル、幅は2.6メートル、船板の厚みは６セ

ンチを越えており、川渡し船としては大型の
部類で、これに乗客20人と馬３疋

ひき

を乗せ
ました。三つ目は船の素材が地元の杉
ではなく、利用に規制があった桧だっ
たことで、材料も職人も全て伏見で
調達するなど特別な扱いがうかがえ
ます。
　こうして建造された船の耐用年数
は15年ほど、洪水で下流に流されるこ
ともしばしばで、船中で馬が暴れて荷
物を落

とし、詫
び状を書かさ

れたことも記されて
います。

だ
い
じ
ょ
う
さ
い

し
ん
じ
ょ
う
さ
い

さ
ら
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