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　美濃市の中央を北から南へと流れる清流長良川。その長良川畔に金森長近公によって開

かれた上有知湊は、江戸時代から明治時代末年までこの地方の和紙や木材など物資の流通、

交通の中心として栄えました。その面影が今も残る川湊灯台は、江戸時代後期に建てられ

たもので、高さ９メートル、形式は全国的にも珍しい住吉型高灯篭です。標高６８メートルに

建つこの灯台は、川灯台としては日本一高いところにあります。

［アクセス］●長良川鉄道「美濃市駅」下車徒歩１５分

　　　���　��●岐阜バス「小倉公園前」下車徒歩５分

　　　���　��●東海北陸自動車道美濃Ｉ・ＣからＲ１５６を北へ２�５㎞（約１０分）

［問合先］����美濃市役所総務部企画政策課　�０５７５・３３・１１２２（内線４４２）

　
 
樽 
は
酒
・
醤
油
・
味
噌
・
漬
物
な

た
る

ど
を
運
搬
・
貯
蔵
す
る
た
め
に
用
い

る
円
筒
状
の
木
製
容
器
で
す
。

　

現
在
で
は 
桶 
と
同
様
に
、 
竹
箍 
で

お
け 

た
け
た
が

締
め
た 
結
樽 
が
一
般
的
で
、 
樽 
と
い

ゆ
い
だ
る 

た
る

え
ば 
結
樽 
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に

ゆ
い
だ
る

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、 
結
樽 
の

ゆ
い
だ
る

出
現
時
期
は
、
明
確
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
桶
類
が 
箍 
締
め
の
技
法
に

た
が

よ
っ
て
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
以
降

の
よ
う
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
、 
結 ゆい

 
樽 
が
一
般
化
し
、
そ
の
用
途
も
拡
大

だ
るし

て
い
き
ま
し
た
。

　
 
結
樽 
は
、 
結
桶 
と
同
じ
よ
う
に
十

ゆ
い
だ
る 

ゆ
い
お
け

枚
の 
榑 
を
円
形
に
連
結
し
て
底
に
入

く
れ

れ
、
締
木
で
竹
の 
箍 
を
締
め
て
固
定

た
が

し
て
作
っ
た
も
の
で
す
。

　
 
桶 
が
広
い
用
途
を
持
っ
て
い
た
の

お
け

に
対
し
て
、 
樽 
は
主
と
し
て
輸
送
用

た
る

あ
る
い
は
運
搬
用
の
容
器
と
し
て
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
。 
結
樽 
は
醸
造
用

ゆ
い
だ
る

大
桶
と
と
も
に
、
醸
造
業
の
大
量
生

産
・
大
量
輸
送
の
重
要
な
担
い
手
と

し
て
ま
た
、
四
斗
樽
は
輸
送
専
用
の

コ
ン
テ
ナ
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
以
降
に
用
い
た 
樽 
の
主

た
る

な
も
の
に
は
、 
四  
斗  
樽 
・ 
手  
樽 
・ 
角 

よ
ん 
と 
だ
る 

て 
だ
る 

つ
の

 
樽 
・ 
扁
樽 
・ 
指  
樽 
な
ど
が
あ
り
ま
し

だ
る 

ひ
ら
だ
る 

さ
し 
だ
る

た
。
四
斗
樽
は
も
っ
ぱ
ら
酒
の
運
搬

用
と
し
て
用
い
た
も
の
で
、
こ
れ
を

 
化  
粧  
薦 
で
包
装
し
た
も
の
を 
薦
樽 

け 
し
ょ
う 
こ
も 

こ
も
だ
る

と
か 
薦
被 
り
と
い
い
ま
す
。
手
樽
は

こ
も
か
ぶ

一
升
（
約
一
・
八
リ
ッ
ト
ル
）、
五
合

（
約
〇
・
九
リ
ッ
ト
ル
）
入
り
な
ど
の

細
長
く
作
っ
た
酒
樽
で
片
手
ま
た
は

両
手
の
取
っ
手
が
付
き
、
酒
の
配
達

用
に
用
い
ま
し
た
。
個
々
の
家
で
所

有
す
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
が
、
多

く
の
場
合
、
酒
屋
が
貸
し
樽
と
し
て

用
意
し
、
客
の
注
文
に
応
ず
る
形
態

を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
酒
屋
の
丁
稚

小
僧
は
得
意
先
か
ら
空
い
た
手
樽
を

集
め
る
の
が
大
事
な
仕
事
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
こ
れ
を 
樽  
拾 
い
と
い
い
ま

た
る 
ひ
ろ

し
た
。
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
手

樽
に
代
っ
て
陶
器
製
の
貧
乏
徳
利
が

普
及
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
酒

屋
が
貸
し
徳
利
と
し
て
備
え
て
置
い

た
も
の
で
す
。 
角  
樽 
は
両
手
の
取
っ

つ
の 
だ
る

手
の
付
い
た
も
の
で
、 
手  
樽 
の
一
種

て 
だ
る

で
す
が
、
朱
・
黒
な
ど
の
漆
塗
り
で

祝
儀
用
の
酒
樽
と
し
て
用
い
、 
扁
樽 

ひ
ら
だ
る

は
偏
平
に
作
っ
た 
結  
樽 
で
す
。 
指  
樽 

ゆ
い 
だ
る 

さ
し 
だ
る

は
注
ぎ
口
が
上
部
に
つ
い
た
箱
状
の

 
樽 
で
、
漆
塗
り
が
多
用
さ
れ
ま
し
た
。

た
る

 
扁  
樽 
・ 
指  
樽 
も 
角  
樽 
と
同
様
に 
祝  
樽 

ひ
ら 
だ
る 

さ
し 
だ
る 

つ
の 
だ
る 

い
わ
い 
だ
る

と
し
て
用
い
ま
し
た
。

　
 
樽 
は
桶
と
同
様
に
広
く
用
い
ら
れ
、

た
る

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て

は
、
空
樽
を
買
い
集
め
る
樽
買
い
や

空
樽
問
屋
が
町
場
に
存
在
し
ま
し
た
。

明
治
時
代
に
入
る
と
ビ
ヤ 
樽 
や
セ
メ

だ
る

ン
ト 
樽 
な
ど
の
胴
太
で
鉄 
箍 
を
用
い

だ
る 

た
が

た
洋
樽
が
入
っ
て
き
ま
す
が
、
ガ
ラ

ス
工
業
の
発
達
に
よ
っ
て
小
型
の
樽

類
は
ガ
ラ
ス
瓶
に
代
わ
り
ま
し
た
。

　

資
料
館
で
は
、
民
族
資
料
と
し
て

木
製
、
陶
製
の
樽
を
紹
介
、
展
示
し

て
い
ま
す
。

 
樽 たる
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美濃市　上有知川湊灯台

▲上有知川湊灯台




