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はせこし 100 周年

1

に
な
る
ほ
ど
の
洪
水
、そ
れ
は
一
体
ど
ん
な
も

の
だ
っ
た
の
か
。「
桜
谷
郷
土
史
」と
当
時
の

新
聞「
北
陸
政
報
」か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。

　　
８
月
13
日
午
前
５
時
頃
か
ら
県
下
は
豪
雨

に
見
舞
わ
れ
た
。
地
面
を
叩
き
つ
け
る
よ
う

に
降
り
続
く
雨
。
人
々
は
心
配
し
た
。
ま
た

川
が
暴
れ
出
す
の
で
は
な
い
か
、と
。
伏
木

測
候
所
観
測
に
よ
る
と
、午
前
６
時
か
ら
の
４

時
40
分
間
で
１
５
９・５
ミ
リ
の
降
雨
量（
創

立
以
来
最
大
）を
記
録
。
特
に
神
通
、井
田
、山

田
、常
願
寺
、熊
野
各
川
の
被
害
は
甚
だ
し
く
、

堤
防
を
破
壊
し
、橋
梁
を
流
失
。
浸
水
家
屋
は

６
８
５
０
戸
に
及
ん
だ
。

　

馳
越
線
川
筋
も
同
様
、大
橋
下
流
の
堤
防

は
決
壊
し
、濁
流
は
家
屋
を
衝
い
た
。
剛
胆
堅

牢
で
知
ら
れ
た
桜
谷
村
の
某
邸
宅
は
床
上
５

尺（
約
１
５
０
セ
ン
チ
）の
水
害
を
被
っ
た
が
、

こ
れ
な
ど
は
ま
だ
い
い
方
で
、完
全
に
流
出
し

て
し
ま
っ
た
家
屋
は
桜
谷
だ
け
で
13
戸
に
の

ぼ
っ
た
と
い
う
。
屋
根
に
乗
っ
て
い
た
人
が
そ

の
ま
ま
流
さ
れ
た
り
、
樹
木
に
登
っ
た
人
が
木

と
一
緒
に
流
さ
れ
た
り
。「
人
畜
の
死
傷
少
な

か
ら
ざ
る
」　　
　
　

　
洪
水
か
ら
２
日
後
、川
の
淀
み
と
な
る
神
通

橋（
現
在
の
船
橋
）下
で
は
、泥
に
埋
も
れ
た
流

木
を
拾
う
た
め
、七
軒
町
、下
木
町
、下
川
原
町

及
び
橋
北（
※
１
）の
老
若
男
女
、数
百
人
が
動

員
さ
れ
た
の
だ
が
、そ
の
時
、人
間
や
蛇
の
土

左
衛
門
も
拾
い
上
げ
ら
れ
た
。

　
富
山
県
は
こ
の
大
洪
水
の
被
害
総
額
を「
臨

時
費
百
万
圓
以
上
」と
発
表
。
時
局
切
迫
の
折

り
、い
か
に
し
て
財
源
を
求
め
る
か
が
苦
慮
さ

れ
た
。ま
た
水
害
後
の
衛
生
を
考
え
て「
大
掃

除
」が
励
行
さ
れ
、事
細
か
に
指
示
し
た　
　

　
浸
水
し
た
家
屋
は
床
板
を
取
り
外
し
、汚
水

汚
物
を
清
水
で
荒
い
流
し
た
後
、生
石
灰
を
敷

布
。
晴
天
時
は
窓
を
開
放
し
て
乾
か
し
、曇
天

時
に
は
火
力
で
室
内
を
乾
燥
す
る
こ
と　
　

当
時
の
人
々
の
落
胆
の
姿
、無
念
の
思
い
が
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

●
大
正
3
年
8
月
14
日
未
明
、
記
録
的
な
豪
雨
が
暴
れ
川
を
呼
び
覚
ま
し
た
。

神
通
川
の
直
流
化
を
決
定
づ
け
た
大
洪
水

●馳越線100周年記念特集

神通川馳越線工事って
何だろう？

［前号のおさらい］

　

明
治
の
治
水「
馳
越
線
工
事
」に
よ
っ
て
、

今
か
ら
百
年
前
の
明
治
36
年
、旧
神
通
川
の
蛇

行
部
分
を
直
線
で
つ
な
ぐ
分
水
路「
馳
越
線
」

が
完
成
し
た
。
幅
２
メ
ー
ト
ル
の
分
水
路
は
、

洪
水
の
度
に
激
流
に
よ
っ
て
大
き
く
削
ら
れ
現

在
の
川
幅
に
ま
で
成
長
。
結
果
、馳
越
線
が
本

流
と
な
っ
た
。
こ
の
直
流
化
を
い
よ
い
よ
決
定

づ
け
た
の
が
、大
正
３
年
８
月
13
日
に
起
こ
っ

た
大
洪
水
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
大
河
が
直
流

※１橋北…旧神通川の北側の地区（現在の牛島、愛宕周辺）は、舟橋を渡って行
くことから「橋向かい」、「橋北（きょうほく）」などと呼ばれていた。

富山城址

現在、富山駅
があるところ

洪水時の分水路
　「馳越線」 旧

神
通
川
の
川
筋桜谷村

現
神
通
川
の
川
筋

富
山
駅
が
田
刈
屋
に

あ
っ
た
頃
の
場
所

明治 36年には「馳越線」の完成に合わせ
て神通大橋が架けられた。

3

現在その「廃川地」は、県庁、電気ビルな
どが建ち並ぶ中心市街地になっている。

5

旧神通川の跡地「廃川地」は、富岩運河を
掘った土砂によって埋め立てられた。

4

明治 34 年、デ・レーケの提案によって
洪水時の分水路となる「馳越線」を開削。

2

かつての神通川は、富山城の北側で蛇
行しており洪水が絶えなかった。
※ 7ページ左上の地図参照

1

《馳
越線
》

洪水
にな
ると

この
水路
に水
が流
れる
→

は せ こ し も の が た り

2

明治の治水
「神通川馳越線工事」によって神通川は直流となった

「馳越」をめぐる人々の物語
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8朝　日　印　刷（株）

●馳越100周年記念特集2

八
代
藩
主
・
前
田
利
謙
の
生
母
、自
仙
院
佳
子

夫
人
も
た
び
た
び
こ
の
地
に
来
遊
。
寛
政
十

年
に
は
、桜
谷
八
景
の
歌「
桜
谷
晴
風
」「
呉
服

秋
月
」「
岩
瀬
帰
帆
」「
草
島
落
雁
」「
立
山
暮

雪
」「
舟
橋
夕
照
」「
百
塚
夜
雨
」「
愛
宕
晩
鐘
」

を
読
ん
で
長
慶
寺
の
人
摩
堂
に
奉
納
も
さ
れ

て
い
る
。

　
神
通
川
の
河
身
の
変
更
に
よ
っ
て
移
住
を

余
儀
な
く
さ
れ
、東
西
に
２
分
さ
れ
た
桜
谷

村
。
神
通
川
に
現
在
の
富
山
北
大
橋
が
架
け

ら
れ
た
時
、桜
谷
の
方
々
は
じ
め
多
く
の
人
々

が
、な
ぜ
桜
谷
大
橋
と
い
う
名
称
に
し
な
い
の

か
、と
い
う
疑
問
を
持
っ
た
。

　
そ
の
当
時
、歴
史
家
の
前
田
英
雄
さ
ん
は
桜

谷
の
人
々
に
頼
ま
れ
、左
の
文
章
を
新
聞
に
投

稿
し
て
い
る
。

　
　
　
時
代
は
古
い
と
は
い
え
、旧
桜
谷
の

人
々
が
父
祖
伝
来
の
土
地
を
、富
山
市
の
人
々

の
た
め
に
提
供
し
て
移
住
し
た
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　
富
山
市
を
南
北
に
分
断
し
て
い
た
神
通
川

と
そ
の
廃
川
地
は
、埋
め
立
て
に
よ
っ
て
今
や

富
山
市
の
行
政
、企
業
、マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
中

核
地
帯
と
な
り
、富
山
市
が
近
代
都
市
と
し
て

発
展
し
た
の
で
す
。

　
そ
の
遠
因
が
当
時
の
桜
谷
村
の
人
々
の
お

か
げ
に
よ
る
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。

●
川
が
ま
っ
す
ぐ
に
な
る
前
、
現
神
通
川
の
水
流
の
向
こ
う
に
消
え
た
景
色
。

「
桜
谷
八
景
」と
謳
わ
れ
た
風
雅
の
地
。

　
神
通
川
が
直
流
化
す
る
以
前
、
川
の
湾
曲

部
分
の
西
側
に
は
十
ヵ
村
、駒
見
、田
刈
屋
、

牛
島
、四
つ
屋
、石
坂
、石
坂
新
、五
艘
、安
養

坊
、愛
宕
、畑
中
か
ら
な
る
桜
谷
村
が
広
が
っ

て
い
た
。（
７
ペ
ー
ジ
左
上
の
地
図
参
照
）桜

谷
村
は
、川
の
湾
曲
部
分
の
す
ぐ
脇
に
あ
っ
た

こ
と
か
ら
水
害
を
被
る
こ
と
が
多
か
っ
た
反

面
、か
つ
て
一
帯
は「
一
目
千
本
」と
謳
わ
れ
る

桜
の
名
所
で
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
、富
山
藩

旧神通川の歴史をたどりながら

馳越を偲ぶ散歩コース
　水が流れなくなり長らく放置されていた旧川筋、広大な荒れ地は埋め立てられ、次第に市
の発展を象徴する地域となっていった。

木
町
の
浜

北
前
船
が
行
き
交
っ
た

富
山
城
下
の
要
所

　
い
た
ち
川
と
松
川
の
合
流
点
。

佐
々
成
政
が
富
山
城
主
だ
っ
た
こ

ろ
か
ら「
木
町
の
浜
」と
呼
ば
れ

て
い
る
。
承
応
元
年（
１
６
５
２
）

よ
り
、は
薪
材
の
木
呂
流
し
が
行

な
わ
れ
、木
場
川
原
に
陸
揚
げ
さ

れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
、神
通
川

や
い
た
ち
川
、常
願
寺
川
を
行
き

交
う
物
資
の
荷
揚
げ
、積
み
出
し

場
と
し
て
北
前
船
が
行
き
来
す

る
な
ど
、富
山
城
下
の
舟
運
の
要

地
と
な
っ
て
い
た
。
寛
文
12
年

（
１
６
７
２
）に
は
、六
千
石
余
が

こ
こ
か
ら
大
阪
に
積
み
出
さ
れ
て

い
る
。

　
ま
た
舟
を
つ
な
い
で
渡
さ
れ
て

い
た
有
名
な
舟
橋
も
、最
初
は
こ

こ
に
架
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

現
在
は
、
歴
史
を
偲
ん
だ
常
夜
燈

が
建
て
ら
れ
て
お
り
、鯉
が
多
く

泳
い
で
い
る
。

1

▲木町の浜を偲ぶ常夜燈

万
霊
塔

水
死
者
を
慰
め
る

旧
神
通
川
の
供
養
塔

　

延
享
３
年（
１
７
４
６
）、
神

通
川
で
水
死
し
た
人
々
を
供
養
す

る
た
め
建
立
さ
れ
た「
木
町
の
万

霊
塔
」。
神
通
川
が
蛇
行
し
て
い

た
頃
は
、こ
こ
に
流
々
と
し
た
大

河
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
今
も
地
元

に
密
着
し
て
お
り
、花
を
手
向
け

て
ゆ
く
人
も
多
い
。

2

▲木町の浜

▲越中桜谷花見の図。売薬さんが
持って全国を回ったおみやげの富山
版画から。淡いピンク色がきれい。
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常
夜
燈

越
中
名
物「
舟
橋
」の

唯
一
現
存
し
て
い
る
面
影
。

　
64
艘
の
船
を
鉄
鎖
で
つ
な
い
だ
浮

き
橋「
舟
橋
」が
こ
こ
に
架
か
っ
て
い

3た
。
舟
橋
は
初
め
前
田
利
家
に
よ
っ

て
木
町
に
架
け
ら
て
い
た
が
、約
60

年
後
、利
次
の
代
に
町
並
み
改
正
の

為
こ
ち
ら
へ
移
さ
れ
た
。
世
に「
越

中
富
山
神
通
川
船
橋
」と
謳
わ
れ
、

売
薬
、
時
鐘
と
と
も
に
富
山
三
名

物
の
一
つ
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
て

い
た
。
旧
神
通
川
の
両
岸
に
あ
っ
て

人
々
の
道
中
を
照
ら
し
て
い
た
の
が
、

こ
の
２
基
の
常
夜
燈
で
あ
る
。

　
常
夜
燈
は
、寛
政
11
年
に
手
伝
町

年
寄　
内
山
権
左
衛
門
に
よ
っ
て
寄

進
さ
れ
た
も
の
で
、金
比
羅
大
権
現

を
勧
請
し
往
来
の
人
々
の
安
全
を
守

護
し
た
。
戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け
今
も

残
る
唯
一
の
遺
物
。

▲越中富山神通川船橋図
▲神通大橋の東詰から上流
へ堤防沿いに行くと左手に
白い倉庫のような建物があ
り、そこを左へ入った道が
蛇行していた頃の旧神通川
左岸の第2堤防跡。
t 道沿い左側に神明社、乗
光寺、愛宕神社がある。

5
旧
神
通
川
の
堤
防
跡

か
つ
て
の
川
筋
を

歩
い
て
感
じ
る
。

　

神
通
川
が
蛇
行
し
て
い
た

頃
、こ
の
道
筋
が
左
岸
の
第
二

堤
防
だ
っ
た
。
現
在
は
住
宅
街

の
ほ
ん
の
一
本
の
道
に
す
ぎ

ず
、神
通
川
と
ほ
ぼ
垂
直
に
延

び
て
い
る
点
が
な
る
ほ
ど
な
と

伺
え
る
く
ら
い
。
し
か
し
昔
を

忍
び
な
が
ら
、寺
社
を
辿
り
つ

つ
歩
い
て
い
く
と
感
慨
深
い
も

の
が
胸
を
よ
ぎ
る
。

▲開通から6年後、明治42年の神通大橋。全長410メートル、幅6メートル。

神
通
大
橋

「
馳
越
線
」に

初
め
て
架
か
っ
た
橋

　
馳
越
線
の
開
削
の
完
成
と
と
も

に
、
明
治
36
年
５
月
25
日
に
架
け

ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
も
の
は
昭

和
44
年
に
完
成
し
た
２
代
目
。
今

は
神
通
川
の
立
派
な
本
流
と
な
っ

て
い
る
が
、「
馳
越
線
」が
で
き
た

当
初
は
水
路
幅
が
２
メ
ー
ト
ル
し

か
な
か
っ
た
。
そ
の
水
路
に
な
ぜ

長
さ
４
１
０
メ
ー
ト
ル
の
こ
の
橋

が
架
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
水

流
に
よ
っ
て
水
路
幅
が
削
ら
れ
て

い
く
の
を
見
越
し
て
い
た
た
め
。

当
時
、船
頭
さ
ん
達
の
間
で
は「
は

せ
こ
じ
の
橋
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。

4

▲神通大橋東詰からの現在の眺
め。馳越工事が行われる前はこ
の川筋に桜谷村が広がっていた。

▲今の神通大橋

▲田刈屋にあった頃の停車場

●協力　富山市郷土博物館／富山県郷土史会会長・八尾正治氏／富山県公文書館／越中史壇会理事・前田英雄氏
●参考資料　「北陸政報」／「ふるさとの想い出写真集 明治 大正 昭和 富山」八尾正治編・国書刊行会／「神
通川とその流域史」高瀬信隆／「桜谷郷土史」／「船橋向かいものがたり-愛宕の沿革」水間直二編・富山県
の民衆史を掘りおこす会／富山市史／「博物館だより」富山市郷土博物館／「新聞に見る20世紀の富山㈵」
北日本新聞社／「とやま土木物語」白井芳樹著・富山新聞社

▲南の常夜燈
空襲の傷跡が生々しい。

▼北の常夜燈

富
山
停
車
場
跡

富
山
市
初
の
停
車
場
は

田
刈
屋
に
あ
っ
た
。

　
明
治
32
年
、敦
賀
か
ら
富
山
ま

で
敦
富（
と
ん
ぷ
）鉄
道
が
開
通
。

神
通
川
の
川
筋
が
変
わ
る
馳
越
の

計
画
や
、
本
駅
の
設
置
場
所
が
未

定
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、そ
の
手
前
、

今
の
桜
谷
小
学
校
の
東
の
方
に
停

車
場
が
設
け
ら
れ
た
。
周
辺
は
客

待
ち
の
人
力
車
、宿
屋
や
茶
屋
、

土
産
も
の
屋
で
大
変
賑
わ
っ
た
。

6

▲田刈屋にある富山停車場跡
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お
や
じ
と
漁
に
出
る
よ
う
に

な
っ
た
昭
和
10
年
頃
、神
通
川
に

は
、酒
や
鮎
料
理
を
出
す
よ
う
な

大
き
い
屋
形
船
が
浮
か
ん
で
い

た
。富
山
大
橋
の
西
詰
め
あ
た
り

に
一
番
最
初
は「
神
通
丸
」と
い

う
の
が
あ
っ
て
、そ
の
後
、空
襲
で

焼
け
て
か
ら
は
経
営
者
も
変
わ
り

「
千
歳
丸
」と
い
う
の
に
な
っ
た
。

花
火
大
会
の
夜
に
は
、た
く
さ
ん

の
屋
形
船
が
赤
い
ち
ょ
う
ち
ん
を

ぶ
ら
さ
げ
て
神
通
川
に
く
り
出
し

て
き
た
。船
に
揺
ら
れ
て
大
花
火

見
物
。そ
の
頃
の
花
火
は
今
み
た

い
に
連
続
し
て
は
上
が
ら
ず
、一

発
ど
ー
ん
と
な
っ
た
ら
後
は
３
分

ほ
ど
も
間
が
あ
っ
て
、そ
の
間
に

酒
を
飲
ん
だ
り
、鮎
を
食
べ
た
り

し
て
い
た
。そ
し
て
そ
の
頃
は
ど

こ
の
家
で
も
犬
は
放
し
飼
い
に
し

て
あ
っ
て
、街
で
飲
ん
で
き
た
夜

遅
く
に
、犬
が
川
辺
り
ま
で
迎
え

に
来
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

昔
の
神
通
川
の
跡
地
は
廃
川
地

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
舟
橋
の
あ
と

に
架
け
ら
れ
て
い
た
神
通
橋
は
撤

去
さ
れ
、
廃
川
地
に
は
土
盛
り
の

●
船
頭
さ
ん
の
馳
越
む
か
し
語
り

昭
和
初
期
の
神
通
川
、

情
緒
溢
れ
る
夏
。

屋
形
船
か
ら
花
火
見
物
、
廃
川
地
で
映
画
会
、
海
へ
の
近
道
、
舟
橋
売
店
…
。

道
が
作
ら
れ
て
い
た
。
高
さ
は

４
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
だ
っ
た
と

思
う
。
そ
の
道
の
片
側（
西
側
）

に
は
、
バ
ラ
ッ
ク
建
て
の
店
が

何
軒
か
並
ん
で
お
り
、
総
曲
輪

な
ど
か
ら
見
た
ら
そ
ん
な
に
賑

や
か
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た

が
、
地
元
で
は「
舟
橋
売
店
」と

呼
ん
で
い
た
。
そ
の
中
で
も
覚

え
て
い
る
の
は
眼
鏡
屋
と
古
本

屋
。
古
本
屋
の
息
子
が
一
級
上

の
先
輩
だ
っ
た
か
ら
よ
く
覚
え

て
い
る
。
漁
で
使
う
長
靴
が
破

れ
た
り
し
て
も
、古
本
屋
へ
行

く
と
そ
こ
の
お
と
っ
つ
ぁ
ん
が

靴
を
直
し
て
く
れ
た
。

　

土
盛
り
の
道
の
端
に
は
廃

川
地
へ
下
り
ら
れ
る
階
段
が

あ
っ
て
、お
盆
に
は
そ
こ
で
映

画
会
が
あ
っ
た
。
夕
涼
み
が

て
ら
、ご
ざ
を
持
っ
て
み
ん
な

で
よ
く
出
か
け
て
行
っ
た
も
の

だ
。チ
ャ
ー
リ
ー・
チ
ャ
ッ
プ

リ
ン
、ハ
ロ
ル
ド・ロ
イ
ド
の
喜

劇
。
昔
は
ト
ー
キ
ー
で
な
く
活

弁
だ
っ
た
の
で
、弁
士
の
上
手
、

下
手
で
笑
い
も
違
っ
た
。
そ
し

て
岩
瀬
へ
海
水
浴
に
行
く
時
に

は
、七
軒
町
の
自
宅
か
ら
廃
川

地
の
神
通
グ
ラ
ン
ド
を
横
切
っ

て
奥
田
の
方
へ
抜
け
て
、近
道

を
し
て
い
っ
た
。懐
か
し
い
神

通
川
の
思
い
出
。

藤田清五郎さん
大正9年6月9日生まれ。船頭歴67年。
神通川での鮎漁の傍ら、松川遊覧船の
船頭を務める。

※イメージイラストです。

●馳越100周年記念特集2


