
水
都
大
阪
で
は
、
い
ま
だ
に
市
民
の
足
と
し
て
渡
船
が
健

在
で
す
。
８
カ
所
で
15
艘
の
船
が
活
躍
し
、
年
間
２
０
０
万

人
の
人
が
利
用
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

私
は
７
年
前
ま
で
、
現
役
で
操
船
し
て
い
ま
し
た
。

地
方
公
務
員
で
す
か
ら
世
襲
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で

す
が
、
父
も
渡
船
の
船
長
で
、
身
近
に
こ
の
仕
事
を
知
っ
て

い
た
こ
と
も
あ
っ
て
就
職
し
ま
し
た
。

安
全
確
保
の
理
由
も
あ
っ
て
渡
船
が
市
営
と
な
っ
た
の
は
、

１
９
０
７
年
（
明
治
40
）
の
こ
と
。
た
だ
し
船
、
船
具
、
人
員

の
備
え
が
な
く
、
財
政
の
目
処
が
立
た
な
い
こ
と
か
ら
、
市し

吏り

員い
ん

が
巡
回
し
て
請
負
制
度
で
営
業
す
る
状
態
が
１
９
３
２

年
（
昭
和
７
）
ま
で
続
き
ま
し
た
。

最
初
は
有
料
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
１
９
２
０
年
（
大
正
９
）

に
旧
・
道
路
法
が
改
正
さ
れ
て
、
渡
船
は
道
路
の
延
長
で
あ

り
、
橋
梁
の
変
形
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

翌
年
か
ら
無
料
に
な
り
ま
し
た
。
橋
を
渡
る
人
は
無
料
な
の

に
、
渡
船
で
運
賃
を
取
る
の
は
不
公
平
だ
、
と
い
う
理
由
で

す
。

シ
リ
ー
ズ
里
川

水
の
都
大
阪
の
渡
し
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藤原光弘 ふじわらみつひろ

大阪市建設局渡船事務所技能統括主任



23 水の都大阪の渡し

１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
に
は
31
カ
所
あ
っ
た
渡
船
場
も
、

今
で
は
８
カ
所
。
し
か
し
、
逆
に
８
カ
所
も
残
っ
て
い
る
こ

と
に
驚
か
れ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

橋
が
架
か
っ
た
場
所
で
も
渡
船
が
続
い
て
い
る
の
は
、
人

や
自
転
車
が
渡
る
の
に
、
難
儀
す
る
橋
だ
か
ら
で
す
。

大
き
な
船
が
航
行
で
き
る
よ
う
に
、
橋
桁
を
高
く
上
げ
て

い
る
の
で
、
橋
桁
の
端
が
遠
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
り
、
ル
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ー
プ
橋
で
何
回
も
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
た
り
す
る
の
で
す
。
自
動

車
だ
っ
た
ら
な
ん
て
こ
と
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
人
や
自
転

車
だ
っ
た
ら
大
変
で
す
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
渡
船
で
は
な
く
、
安
治
川
の
底
を

通
る
川
底
ト
ン
ネ
ル
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
自
動
車
用
に
は
別

に
橋
が
架
か
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
人
と
自
転
車
は
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
で
地
下
に
降
り
、
ト
ン
ネ
ル
を
通
っ
て
再
び
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
で
地
上
に
出
ま
す
。
治
安
上
、
警
備
員
さ
ん
が
お
ら

れ
ま
す
が
、
地
下
は
一
年
を
通
し
て
13
℃
程
で
す
か
ら
、
結

構
寒
い
ん
で
す
よ
。

渡
船
で
は
自
転
車
ご
と
乗
り
込
ん
で
、
あ
っ
と
い
う
間
に

対
岸
に
到
着
。
み
な
さ
ん
、
ご
く
自
然
に
桟
橋
を
上
が
っ
て

い
か
れ
ま
す
。
市
民
の
足
だ
っ
た
渡
船
で
す
が
、
観
光
と
し

て
も
注
目
さ
れ
始
め
て
い
ま
す
。
天
保
山
渡
船
場
で
は
、
近

く
に
あ
る
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
外
国
人
従
業
員
さ
ん
も
よ
く
利

用
さ
れ
る
の
で
、
国
際
色
豊
か
で
す
。

最
初
の
赴
任
地
は
、
１
９
８
０
年
（
昭
和
55
）
、
甚
兵
衛
渡

船
場
で
す
。
ち
ょ
う
ど
渡
船
が
下
火
に
な
る
こ
ろ
で
、
私
が

入
っ
て
８
年
ぐ
ら
い
は
採
用
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
同
僚

と
い
っ
て
も
年
上
の
人
ば
か
り
で
し
た
。
鰹
の
一
本
釣
り
漁

師
や
大
型
船
に
乗
っ
て
い
た
人
も
い
て
、
船
の
こ
と
や
操
船

技
術
に
長
け
た
先
輩
か
ら
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま

し
た
。
な
ぜ
か
昔
は
広
島
出
身
の
人
が
多
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

A 天保山渡船場A 天保山渡船場

B 甚兵衛渡船場B 甚兵衛渡船場

C 千歳渡船場C 千歳渡船場

D 船町渡船場D 船町渡船場

E 木津川渡船場E 木津川渡船場

F 千本松渡船場F 千本松渡船場

G 落合下渡船場G 落合下渡船場

H 落合上渡船場H 落合上渡船場

 I 難波島渡し跡I 難波島渡し跡

 J 富島渡し跡J 富島渡し跡

K 安治川隧道K 安治川隧道

A 天保山渡船場

B 甚兵衛渡船場

C 千歳渡船場

D 船町渡船場

E 木津川渡船場

F 千本松渡船場

G 落合下渡船場

H 落合上渡船場

 I 難波島渡し跡

 J 富島渡し跡

K 安治川隧道

H

G

F

E

D

C

B

A

K
J

I

梅田

大阪城

道頓堀川

淀川

安治川

尻
無
川

木津川

今
は
、
だ
い
ぶ
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
け
ど
、
当
時
は
川

も
す
ご
く
汚
れ
て
い
ま
し
た
。

若
い
こ
ろ
は
早
く
着
く
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
が
、
い
つ

し
か
人
に
優
し
い
操
船
を
心
掛
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

い
つ
桟
橋
に
着
い
た
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
す
っ
と
到
着

す
る
よ
う
な
操
船
が
一
番
。

利
用
者
か
ら
は
、
税
金
と
い
う
形
で
お
金
を
い
た
だ
い
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
お
金
を
も
ら
う
側
の
私
た
ち
が
﹁
ア

リ
ガ
ト
ウ
﹂
と
言
わ
れ
る
の
は
逆
な
気
も
し
ま
す
が
、
素
直

に
う
れ
し
い
で
す
。
常
連
さ
ん
と
の
や
り
と
り
か
ら
教
え
ら

れ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
安
心
、
安
全
で
気
持
ち

よ
く
乗
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

利
用
者
は
誰
が
操
船
し
て
い
て
も
関
係
な
い
わ
け
で
す
か

ら
、
民
間
さ
ん
に
負
け
な
い
技
術
と
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

今
号
か
ら
﹁
シ
リ
ー
ズ
里
川
﹂

が
始
ま
り
ま
し
た
。
川
と
密

接
に
か
か
わ
る
人
や
活
動
を

ご
紹
介
す
る
こ
と
で
、
人
の

暮
ら
し
と
川
と
の
新
た
な
関

係
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。



25 水の都大阪の渡し

上：1969年（昭和44）の淀川を渡る平田の渡しと、建築中の豊里大橋。橋が完
成した翌年、300年続いた平田の渡しの歴史に幕が引かれた。
中：1983年（昭和58）の甚兵衛渡船場。需要が高く、船はだいぶ大きくなった
が、まだ屋根はついていない。藤原さんの最初の仕事場だった渡船場だ。
中右：1964年（昭和39）の西九条の渡し。木造船を櫓で漕いでいる風景。
左：安治川の河口近くにある、安治川隧道。警備員とエレベーター付きの地下道
だ。午後4時ごろは、通学と買物で利用する人が引きも切らず、エレベーター待
ちが出ることも。

右：国土地理院基盤地図情報（縮尺レベル25000）「大阪、兵庫」を元に作図




