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広
報
い
わ
た
き

地
域
の
防
災
に
貢
献
し
て
も
ら
え
る

方
が
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

滝

町

川
尻
忠
良
様

岩
井
町

取
替
惣
一
様

が
手
を
あ
げ
て
下
さ
り
、
４
日
間
に

わ
た
る
長
い
研
修
を
受
け
、
防
災
士

の
資
格
を
取
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
、
研
修
会
、
防
災
体
制
に
か

か
わ
る
会
議
、
避
難
訓
練
な
ど
が
必

要
に
な
っ
て
き
ま
す
の
で
、
助
言
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

生
井
町
に
も
１
名
防
災
士
に
な
っ

て
い
た
だ
け
る
方
が
ほ
し
い
の
で
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
ま
ち
協
の
事
業

が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
中
、
先
日
岩

滝
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募
さ
れ

た
作
品
の
展
示
会
が
終
了
し
ま
し
た
。

エ
ブ
リ
東
山
・
市
役
所
・
高
信
三

福
寺
支
店
で
の
展
示
会
で
い
た
だ
い

た
感
想
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

・
心
な
ご
み
ま
し
た
。
ど
れ
も
目
を

見
張
る
様
な
出
来
栄
え
で
し
た
。

ま
た
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

・

今
年
は
災
害
も
あ
り
大
変
で
し
た

が
、
素
晴
ら
し
い
写
真
に
元
気
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

・

地
区
住
民
の
写
真
に
は
か
な
わ
な

い
と
思
い
ま
し
た
。
年
々
良
い
作

品
が
見
ら
れ
て
う
れ
し
い
で
す
。
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災
害
復
旧
工
事
進
む

２
年
前
の
広
報
い
わ
た
き
２
５
号

で
、
昭
和
３
３
年
の
大
水
害
を
取
り

上
げ
た
時
、
砂
田
義
則
さ
ん
の
「
昔

の
大
災
害
を
経
験
し
た
者
に
と
っ
て

は
、
岩
滝
の
よ
う
に
山
の
多
い
と
こ

ろ
で
は
雨
は
絶
対
油
断
で
き
ん
こ
と
」

と
い
う
言
葉
と
、
当
時
の
被
害
の
お

話
を
掲
載
し
ま
し
た
が
、
日
頃
か
ら

町
内
や
隣
近
所
で
防
災
に
つ
い
て
相

談
し
て
災
害
に
備
え
る
態
勢
を
と
っ

て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
と
分
か
っ
て

い
て
も
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
進
ん

で
い
な
い
現
状
で
す
。

そ
ん
な
中
、
皆
様
に
は
２
回
目
の

防
災
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い
た
だ

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
結

果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
お
送
り

し
ま
す
。

読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、
さ
ら
に
御

意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い

で
す
。
令
和
３
年
度
は
、
「
防
災
体
制

の
整
備
」
が
町
内
会
・
岩
滝
ま
ち
協

の
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
の
中
に
「
各

町
内
に
一
人
防
災
士
を
育
成
す
る
。
」

と
い
う
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
市
役
所
か
ら
、

防
災
士
養
成
講
習
会
を
開
催
す
る
の

で
ぜ
ひ
町
内
で
進
ん
で
希
望
し
て
ほ

し
い
と
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。

岩
滝
ま
ち
協
と
し
て
も
、
今
後
の

防

災

士

養

成

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
感
想
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○岩井村

縦13町20間、横5 町 30間、
ちょう けん

高183石9 升 2合、御年貢皆金納。
こく しょう ごう

焼畑8町1反5畝3歩、山林段別木数不詳、
たん せ ぶ

家75戸、人510余人。

産物

米212石 稗768石 大麦6石 小麦22石
こく ひえ

大豆72石 粟60石 ソバ100石
あわ

桑14000貫目 麻180貫目 煙草370斤
か ん め た ば こ きん

弘法茶15貫目 麻苧180貫目 楮 15貫目
こうぼうちゃ からむし こうぞ

荏 3石2斗 大繭370貫目 小繭750貫目
えごま と まゆ

榾柮180間 材木大島村に同。
ほ た

猪 5疋 山鳥・キジ180羽 菅 席。
いのしし ひき すげむしろ

○滝村

枝村生井。 縦1里半、横18町。
えだむら り

高256石6斗7升6合、御年貢皆金納。

焼畑6町3段13歩、山林段別木数不詳、
たん

家64戸。人390余人。

産物

米153石 稗250石 大麦8石 小麦15石

大豆40石 粟25石 ソバ12石

桑8700貫目 煙草300斤

弘法茶30貫目 楮150貫目

荏8斗 大繭150貫目 小繭300貫目

布120反 榾柮160間
たん

猪3疋 山鳥100 キジ60 鳩50。

う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
所
有
し
て

い
る
屋
敷
・
畑
・
山
林
・
収
穫
さ
れ

る
産
物
な
ど
全
て
ま
と
め
て
村
と
し

て
い
く
ら
に
な
る
か
と
い
う
も
の
で

す
。
岩
井
村
は
１
８
３
石
、
滝
村
は

２
５
６
石
と
な
っ
て
い
ま
す
。

年
貢
は
そ
の
石
高
の
半
分
く
ら
い

だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
社
会
科
で
５

公
５
民
と
か
４
公
６
民
と
か
習
っ
た

覚
え
が
あ
り
ま
す
。

年
貢
を
納
め
る
と
い
う
と
、
一
人

一
人
が
大
八
車
に
米
俵
を
積
ん
で
代

官
所
（
陣
屋
）
ま
で
運
ん
で
い
く
よ

う
な
風
景
を
想
像
し
ま
す
が
、
実
際

は
村
方
三
役
（
名
主
・
組

頭
・
百
姓

む
ら

か
た
さ
ん
や
く

な

ぬ

し

く
み
が
し
ら

代
）
と
い
う
村
を
代
表
す
る
役
の
人

が
、
村
全
体
の
分
を
皆
か
ら
集
め
て

納
め
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

も
「
御
年
貢
皆
金
納
」
と

書
か
れ
て
い
る
の
で
、
産

物
の
ど
れ
だ
け
か
を
売
っ

た
お
金
で
納
め
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。

さ
て
、
注
目
し
た
い
の

は
産
物
（
詳
細
は
４
・
５

ペ
ー
ジ
）
と
、
そ
の
生
産

高
で
、
ま
ち
の
博
物
館
で

は
、
産
物
と
生
産
高
を
一

覧
表
に
書
き
出
し
て
研
究

し
て
み
え
ま
し
た
。

大
野
郡
の
９
３
の
村
に

つ
い
て
、
産
物
と
生
産
高

を
書
き
出
し
た
の
が
７
・

８
ペ
ー
ジ
の
表
で
す
。

各
産
物
に
つ
い
て
生
産

岩
滝
の
人
達
は

働
き
者
だ
っ
た

斐
太
後
風
土
記
か
ら
見
る
岩
滝

ひ

だ

ご

ふ

ど

き

幕
末
か
ら
明
治
の
初
め
に
か
け
て

高
山
陣
屋
に
勤
め
た
地
役
人
で
あ
っ

た
富
田
礼
彦
の
書
い
た
も
の
で
、
飛

と

み

た

い

や

ひ

こ

騨
３
郡
の
４
１
５
の
村
に
つ
い
て
概

要
や
産
物
な
ど
が
細
か
く
書
か
れ
た

２
冊
の
ぶ
厚
い
本
で
す
。

第
１
巻
の
１
１
３
～
１
１
５
ペ
ー

ジ
に
岩
井
村
と
瀧
村
の
記
述
（
左
写

真
は
そ
の
一
部
）
が
あ
り
、
分
か
り

や
す
く
し
た
の
が
下
の
表
で
す
。

面
積
・
高
（
石
高
）
・
焼
畑
し
た
面

こ
く
だ
か

積
・
戸
数
・
人
口
が
書
か
れ
、
次
に

産
物
と
そ
の
生
産
高
が
あ
り
ま
す
。

石
高
と
い
う
の
は
、
年
貢
（
税
金
）

こ
く
だ
か

ね

ん

ぐ

を
か
け
る
た
め
の
評
価
額
の
よ
う
な

も
の
で
、
今
で
も
固
定
資
産
税
と
い

以
前
広
報
い
わ
た
き
３
９
号
で
、

岩
井
神
社
本
殿
が
有
名
な
東
雲
勘
四

あ

ず

も

か
ん

し

郎
の
作
で
あ
り
、
そ
の
経
費
を
ど
ん

ろ
うな

産
業
か
ら
の
収
入
で

賄

っ
て
い
た

ま
か
な

の
か
不
思
議
だ
と
掲
載
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
飛
騨
高
山
ま
ち
の
博
物

館
に
お
願
い
し
て
岩
滝
に
関
す
る
資

料
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

資
料
の
う
ち
目
に
留
ま
っ
た
の
が

左
の
斐
太
後
風
土
記
で
す
。

ひ

だ

ご

ふ

ど

き
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高
の
多
い
順
に
村
を
並
べ
て
順

位
を
つ
け
、
１
位
か
ら
３
位
を

書
き
出
し
、
下
に
岩
井
・
滝
を

並
べ
た
の
が
上
の
表
で
す
。

岩
井
村
と
滝
村
を
黄
色
に
ぬ

っ
て
び
っ
く
り
。
１
位
か
ら
３

位
ま
で
に
い
く
つ
も
入
っ
て
い

る
の
で
す
。

岩
井
村
は
、
稗
・
粟
・
タ
バ

ひ
え

あ
わ

コ
・
小
繭
・
桑
葉
が
１
位
、
そ

こ

ま

ゆ

ば
・
大
繭
・
麻
苧
が
２
位
、
大

お
お
ま
ゆ

か
ら
む
し

豆
が
３
位
。

滝
村
は
タ
バ
コ
・
桑
葉
・
弘

法
茶
が
３
位
。
４
位
５
位
に
入

る
も
の
も
多
く
あ
る
の
で
す
。

単 位 （尺 貫法）
しゃっかんほう

＜容積の単位＞

１石＝１０斗 ≒ １８０ℓ
こく

１斗＝１０升 ≒ １８ℓ
と

１升＝１０合 ≒ １.８ℓ
しょう

１合＝１０ 勺 ≒ １８０ｍℓ
ごう しゃく

木材の容積は １石＝１０立方尺＝２７８ℓ
こく

１立方尺＝１才＝２７.８ℓ
＜重さの単位＞

１貫＝３.７５ｋｇ 記号「≒」は
かん

１斤＝６００ｇ 約という意味
きん

＜長さの単位＞

１間＝６尺 ≒ １８２ cm
けん

１尺＝１０寸 ≒ ３０.３ cm
しゃく

１ 寸＝１０分 ≒ ３ cm
すん ぶ

距離は

１里≒４ｋｍ（３.９３ｋｍ）
り

１町≒１０９ｍ
ちょう

＜田畑の面積＞

１町＝１０反（段）≒１ｈａ
ちょう たん

１反（段）＝１０畝≒９９１㎡≒１０ａ
たん せ

１畝＝３０歩（坪）
せ ぶ つぼ

１歩（坪）≒３.３１㎡
ぶ

・「町」のように、長さの単位にも、面積の単

位にも使われるものがあるので注意。

・反を段、歩を坪と書くことがあるので注意。
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岩井村 山絵図 ↓ 拡大

米
は
品
種
改
良
が
で
き
て
い
な
い
時
代

で
あ
り
、
水
田
面
積
も
少
な
か
っ
た
か
っ

た
た
め
に
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
稗
・
粟

・
大
豆
・
そ
ば
・
小
麦
と
い
っ
た
主
食
に

な
る
も
の
が
主
だ
っ
た
の
で
し
よ
う
。

そ
こ
に
養
蚕
（
絹
糸
の
原
料
に
な
る
）

よ
う
さ
ん

と
、
麻
・
麻
苧
（
布
の
繊
維
に
な
る
）
、

あ
さ

か
ら
む
し

弘
法
茶
・

楮

こ
う
ぼ
う
ち
ゃ

こ
う
ぞ

（
和
紙
の
原

料

）

・

榾ほ
た

（

薪

）
・

布

・
タ
バ
コ
と

い

っ
た
換
金

で
き
る
産
物

が
加
わ
っ
て

い
た

と
思
わ

れ
ま
す
。

稗（ひえ）

縄文時代から食べられている日本最古の重要

な主食穀物で、草丈は１～１．３ｍほど。

飢饉の際の非常食として、江戸時代に二宮尊徳
にのみやそんとく

が栽培を奨励したおかげで、天保の大飢饉の際

に多くの農民が救われたといわれています。

食べるには白米のように炊くか、白米に混ぜ

て炊くのが一般的でした。

冷害に強いので、日本全国の山間地などの冷

害に見舞われやすい地方で栽培され、明治の初

期には全国で１０万ｈａ以上、昭和２０年頃ま

では３万ｈａ程度栽培されました。

しかし戦後、稲作技術の急速な進歩、畑作に

おける商品作物生産拡大により、減少の一途を

たどりました。

最近は、優れた栄養価を持ち、食物繊維も豊

富なことから健康食品として見直されています。

粟（あわ）

アワは縄文時代には既に栽培され、庶民にと

っての重要な主食穀物で、戦前までは米と並ぶ

ほど国内で栽培されていました。

しかし、戦後は稲の品種改良により稲が育て

やすくなったことで、生産量が激減してしまい

ました。

現在は、白米と同じくらいのカロリー、ビタ

ミンやミネラルなどの豊富な栄養、貧血予防に

もなる鉄、骨や歯の成分となるマグネシウムを

含むことでその栄養価の高さが見直され、米に

混ぜて炊いたり、アワおこしにしたり色々なレ

シピが作られています。

ことわざに「濡れ手に粟」があります。

粟や稗を米と一緒に炊いたごはんを食べた経

験をお持ちの方がありましたらお知らせくださ

い。

カワラケツメイ
（弘法茶の原料）

弘法茶はカワラケツメイという草丈３０～６
こうぼうちゃ

０ cm の植物を乾燥させたもので、古くから利
尿作用や便秘解消の健康茶として用いられ、弘

法大師が広めたとされる事から「弘法茶」と呼

ばれます。花が終わりかけて果実が付き始めた

頃に地上部分を刈り取って、よく水洗いした後

に天日干しし、その後さらに細かく３～５ cm
程度の幅に切ってよく乾燥させます。

今日ではダイエットや滋養強壮や疲労回復な

どの健康を意識する人から注目されています。

カフェイン成分がないので、就寝前でも安心し

て飲め、香ばしいお茶だそうです。今も家庭で

作ってみえる方がありましたらお知らせ下さい。
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楮
こうぞ

楮は和紙の原料です。
こうぞ

クワ科の落葉低木。高さは２～５ｍ程度。

現在の主な産地は高知県、茨城県。かつては

岐阜県美濃でたくさん取れました。繊維が太く

長いため、強い紙が作れます。水墨画用紙・書

道用紙・和紙人形など幅広く使われます。

榾柮（榾とも）
ほ た ほた

榾は 薪のことです。
たきぎ

昔は木が燃料だったので、高

山の町では薪がたくさん必要で

した。

岩滝小の昔話集「いろりばた」

には榾を束ねて川を流す様子が挿絵で載せてあ
さ し え

ります。榾流しといって、三福寺まで川を流し
ほたなが

て運んだ様子が詳しく書かれています。道路が

今のように広く舗装されていなかったためです。

宮村の榾流しが有名ですが、岩井・滝でも盛

んに行われたようです。当時の流す様子を見ら

れた方、あるいは写真など資料をお持ちの方が

ありましたらお知らせください。

前
ペ
ー
ジ
に
当
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る

岩
井
村
の
山
絵
図
を
載
せ
ま
し
た
。
一
部

を
拡
大
し
た
も
の
を
よ
く
見
る
と
焼
畑

と
い
う
字
が
山
と
い
う
山
そ
こ
ら
じ
ゅ
う

に
記
入
し
て
あ
り
ま
す
。
焼
畑
な
ら
燃
え

た
灰
が
肥
料
に
な
っ
て
、
稗
や
そ
ば
を
作

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

昔
の
岩
滝
の
人
達
は
、
色
々
工
夫
し
て
、

き
っ
と
朝
早
く
か
ら
農
作
業
や
山
仕
事
に

励
ん
で
み
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
大
野

郡
の
中
で
も
生
産
力
の
高
い
村
だ
っ
た
た

め
に
、
岩
井
神
社
本
殿
の
建
築
も
で
き
た

の
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
生
産
高
の
表
を
見
て
い
る
と
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。
な
ぜ

だ
ろ
う
と
思
う
こ
と
も
出
て
き
ま
す
。

菅
すげ

菅 席
すげむしろ

菅は平地の水湿地、池や川などの側に生える
すげ

植物で、高さは４０～１００㎝。カサスゲ・マ

スクサ・コウボウムギ・カンスゲなど多くの種

類があります。葉は細長く、夏に長い花穂を出

し、刈り干した葉を編んで蓑や菅笠・縄・ 席 な
みの すげがさ むしろ

どを作ります。

菅を編んで、むしろなどの生活用品を作った
すげ

経験のある方がありましたらお知らせください。

麻苧（からむし） からむし織

からむしはちょまとも呼ばれ、イラクサ科の

多年草で、古くから織物の繊維をとるために栽

培され、『日本書紀』の中に天皇が民に栽培を奨

励すべき草木の一つとして挙げられています。

茎はまっすぐか、やや斜めに伸び、高さは１

～１．５ mになります。
からむしから作られた繊維で織った布は肌に

付着しない夏衣として気持ちよく、一度着用す

れば他の織物を着ることができなくなると言わ

れています。現在では、着 尺 、帯、小物などが
き じやく

からむし織で生産されています。

からむしの繊維から糸を作った経験のある方

がありましたらお知らせください。

蚕
かいこ

繭玉
ま ゆ だ ま

蚕 は５０００年以上前、中国でクワコという
かいこ

昆虫を交配して作られました。エサとなる桑を

栽培して葉をたべさせて幼虫を育てます。

蚕 は卵から孵化すると脱皮を４回行って成長
かいこ ふ か

し、７ｃｍくらいに成長すると繭を吐きはじめ
まゆ は

ます。４～５ｃｍくらいに仕切られた部屋へ蚕

を移動させると、２～３日糸を吐き続け自分の
は

体のまわりに２～３ｃｍの繭玉を作ります。
まゆだま

繭玉を煮て柔らかくさせてから細い糸を引き

出し、何本か撚りながら糸を巻き取って絹糸が
よ きぬいと

作られます。



［６］第５０号 令和３年２月９日発刊

富 田 礼 彦 （1811－ 1877） 伝え、草木鳥獣や産業な
と み た い や ひ こ

江戸後期から明治にかけて高山陣屋に勤めた どについてのあらまし、

地役人で、移り変わる明治維新前後の高山を最 その他珍しいこと など

もよく知る人物。 が挙げられました。

田中大秀に国学を学び１６才で高山陣屋の地 そして通達の最後に「

役人となり、明治維新で飛騨が高山県になると、 右之通至急取調可差出候、
たかやまけん

明治元年（1868）初代の県知事として赴任した 此廻状村名下令請命、早

梅村速水に仕え、才能を認められて高山県判事 々順達留り村より可相返もの也 巳十二月廿五
うめむらはや み

（知事の補佐役）に任命されました。 日 高山御役所」（この通達が村にきたら至急

梅村知事は新政府の方針のもとに改革を進め 調べて、遅れないように提出しなさい。明治２

ましたが、この政策に不満を持った民衆は、梅 年１２月２５日）とありました。

村知事の留守を機に蜂起し一揆が起こりまし 昔の飛騨の様子を知ることができる有名な文
ほ う き

た。礼彦の家も打ちこわしの対象となりました。 書に「飛州志（1740 頃？ 完成 1829 年）」「飛
ひ しゆう し ひ

騒動を知った梅村知事は、鎮圧のため高山へ 騨国 中案内（1746年）」などがありましたが、
だ こくちゆうあんない

帰ろうとしましたが民衆に阻止され、負傷して 礼彦はさらに正確なデータをもとにした風土記

苗木県（現中津川市）に逃げました。知事に就 を作ろうとしたのでしょう。
なえ ぎ けん

任して１年足らずで暴動が起き、罷免、江戸で 各村の村方三役からの回答は、明治３年１月

投獄の身となった梅村は翌年獄中で病死しまし ～６月頃に陣屋へ提出されました。これを風土

た。これを梅村騒動といいます。 書上帳といいます。

明治２年（1869）２月、礼彦は梅村騒動の責 それをもとに礼彦は執筆に入りますが、飛騨

任を取って割腹自殺を図りましたが家族に発見 ３郡は明治４年１１月に長野県松本のほうまで

され一命をとりとめました。 合併して広い筑摩県となり、宮原知事は去って
ちく ま けん

失意の礼彦でしたが、梅村の後をついだ第２ しまいます。そのため「斐太後風土記」作成の

代の宮原 積 知事は礼彦を任用し、『斐太後風 費用が出なくなり、礼彦は職をやめて塾を開い
みやはらつもる

土記』編纂を命じました。地役人として飛騨の て生計を立てながら執筆を続け、独力で明治６
へんさん

各地を巡検してきた知識と経験があったからで 年４月に斐太後風土記を完成させました。

しょう。 当時の生活の様子や地図や風景などのさし絵

そして１２月、飛騨３郡の２５郷４１５村の が入った手書きですが、後の昭和５年に蘆田伊
あし だ これ

各村々に「当飛騨国後風土記新規出来付、左之 人氏によって第１巻から２０巻をまとめて今の
と

類取調可申出事（後風土記を新しく作ることに 活字の本２冊にされました。

なったので、調べて提出しなさい。）」という 筑摩県は５年近くたった明治９年８月に岐阜

通達が出ます。 県となり、礼彦は明治１０年５月に６７才で亡

調べる内容として、これまでの村の系譜や由 くなりました。墓は松

緒や土地柄、社寺縁起、仏のうら書、経文の奥 倉中学校の下にありま
え ん ぎ

書や棟札、古き世の書画や諸道具、譲り状など す。著書は「運材図絵
うんざい ず え

の文書、絵馬、ふるき跡、名高き地名、古墳墓 」など数多くあり、陣

の類、神社が何神をまつり どんな申し伝えが 屋にある「天朝御用所

あるか、寺院跡は何宗でいつ頃廃絶したか、村 」の大きな看板は礼彦

名郷名郡名はどうしてその名になったのか申し の書です。

岩
井
村
の
ほ
う
が
滝
村
よ
り
生

産
高
が
多
い
の
に
、
石
高
で
み
る

こ
く
だ
か

と
滝
村
の
ほ
う
が
多
い
の
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。

岩
井
村
で
は
麻
や
麻
苧
（
布
を

織
る
糸
の
原
料
）
の
生
産
が
あ
り
、

滝
村
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ

が
、
岩
井
村
に
は
布
の
生
産
が
な

く
、
滝
村
は
布
の
生
産
が
あ
り
ま

す
。
岩
井
村
で
生
産
し
た
糸
を
使

っ
て
滝
村
で
布
を
織
る
と
い
う
よ

う
な
分
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

戸
数
と
人
数
の
数
値
か
ら
み
る

と
岩
井
村
は
１
戸
あ
た
り
６
．
８

人
、
滝
村
は
１
戸
あ
た
り
６
．
１

人
が
住
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
大

野
郡
内
で
い
う
と
、
岩
井
村
は
９

位
、
滝
村
は
２
３
位
に
あ
た
り
、

１
軒
に
大
勢
住
ん
で
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
家
も
大
き
な
家
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
戸
数
も

多
く
、
ど
こ
ら
へ
ん
に
建
っ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
家
族
構

成
は
、
祖
父
母
・
父
母
・
子
ど
も

２
～
３
人
で
計
７
人
く
ら
い
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
考

え
て
し
ま
い
ま
す
。

以
上
、
社
会
科
の
素
人
が
調
べ

て
み
た
こ
と
な
の
で
、
皆
様
気
付

か
れ
た
点
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
昔
の
岩
滝
の
こ
と

で
、
体
験
さ
れ
て
み
え
る
事
が
あ

れ
ば
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。



［７］第５０号 令和３年２月９日発刊

幕末から明治２年頃の 大野郡の村名と、産物・生産高 （斐太後風土記による）

一～三之町は、農業より商業・製造業が盛んで、椀や桶・盥・曲物・陶器・春慶塗などの
わん たらい

工芸品、銀・精銅・鉛などの鉱石の関係や、酒・醤油・味噌などの醸造業が盛んでした。



［８］第５０号 令和３年２月９日発刊

※ 現在下呂市になっている山之口村と、白川郷（荘川・白川）は大野郡だったが、
この表には加えていない。

※ 国府と丹生川の荒城、上宝方面は吉城郡だったのでこの表には無い。
※ 朝日村と高根村と久々野の朝日寄りは益田郡だったのでこの表には無い。


