
養老町における水との闘い

養老町教育委員会



元禄６年　五日市村外十八ヶ村と橋爪村外二ヶ村川除争論裁許状（写）　（養老町所蔵）



伊勢湾台風による大洪水

旧今尾構以西の養老町大巻（中日新聞提供）

養老町瑞穂の枠池にあった琴平神社（岐阜県広報課提供）



伊勢湾台風による大洪水

養老町瑞穂枠池の堤防上から南方を望む（岐阜県広報課提供）

養老町根古地の臨時船付場（岐阜県広報課提供）



薩摩工事役館跡（養老町大巻）

平田靱負翁像

（鹿児島市）

薩摩義士碑（鹿児島市）



宝暦御手伝普請目論見絵図　（養老町大巻　前田克巳所蔵）



寛保３年　大墳村と嶋田村河原論裁許状絵図　　（養老町所蔵）



寛保３年　大墳村と嶋田村河原論裁許状　（養老町所蔵）



元禄６年　五日市村外十八ヶ村と橋爪村外二ヶ村川除争論裁許状絵図（写）　（養老町所蔵）



発
刊
に
あ
た
っ
て

わ
た
し
た
ち
の
町
養
老
町
は
、
西
に
急
峻
な
山
地
、
東
に
低
湿
地
と
い
う
両
極
端
な
地
形
で
あ
る
た
め
、
人
々
は
昔
か
ら
共
同
し
て
、
自

分
た
ち
の
生
命
・
財
産
を
水
禍
か
ら
守
ろ
う
と
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

特
に
江
戸
時
代
に
は
、
薩
摩
藩
・
長
州
藩
等
他
郷
の
多
く
の
人
々
に
よ
る
大
治
水
事
業
が
完
工
さ
れ
た
こ
と
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。

時
は
移
り
、
昭
和
三
十
四
年
に
は
集
中
豪
雨
、
伊
勢
湾
台
風
の
直
撃
を
受
け
、
二
度
ま
で
も
多
芸
輪
中
は
泥
海
化
し
、
悲
惨
な
姿
と
な
り

ま
し
た
が
、
住
民
各
位
の
烈
々
た
る
郷
土
復
興
へ
の
情
熱
と
、
郷
土
愛
に
燃
え
る
献
身
的
な
お
骨
折
り
に
よ
り
、
今
日
の
よ
う
な
隆
盛
発
展

す
る
養
老
町
に
成
長
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
災
害
か
ら
年
を
経
る
こ
と
は
や
三
十
余
年
。
今
で
は
当
時
の
水
害
の
苦
し
み
も
記
憶
の
か
な
た
に
薄
れ
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
も
う
水
災
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
い
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
、
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
営
々

と
し
て
築
い
て
こ
ら
れ
た
先
人
の
偉
大
な
る
功
績
に
、
今
一
度
深
く
感
謝
し
、
こ
れ
ら
の
偉
業
を
末
長
く
後
世
に
伝
え
、
そ
し
て
教
訓
と
し

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
読
本
を
住
民
各
位
が
養
老
町
の
治
水
史
を
知
る
大
切
な
資
料
と
し
て
、
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
思
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
読
本
を
発
刊
す
る
に
あ
た
り
、
執
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
編
集
委
員
各
位
並
び
に
、
監
修
を
お
願
い
し
ま
し
た
安
藤
萬
寿

男
先
生
を
は
じ
め
、
資
料
等
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
対
し
て
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

養
老
町
教
育
委
員
会
　
教
育
長

小

足

幹

雄
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第
一
章
　
濃
尾
平
野
は
ど
う
し
て
出
来
た
の
で
し

ょ
う
か
。

私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
養
老
町
は
濃
尾
平
野
の
西
南
部
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
大
き
な
平
野
は
ど
う
し
て
出
来
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
し
て
私
た

ち
の
祖
先
の
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
、
ま
た
、
現

在
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

濃
尾
平
野
は
、
岐
阜
県
の
南
部
か
ら
愛
知
県
西
部
お
よ
び
三
重
県
の

一
部
に
ま
た
が
る
平
野
で
、
西
端
は
養
老
山
地
の
東
斜
面
の
断
層
に
よ

っ
て
は
っ
き
り
噂
さ
れ
て
い
て
、
南
は
伊
勢
湾
に
面
し
た
東
西
約
三
五

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

、
南
北
約
五
〇

キ
ロ
メ

―

ト

ル

、
面
積
約
一
八
〇
〇
平
方

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

の
我
が
国
第
二
の
大

平
野
で
あ
り
ま
す
。

濃
尾
平
野
は
、
も
と
海
の
底
で
し
た
が
、
約
二
億
年
前
か
ら
海
の
底

が
だ
ん
だ
ん
高
ま
っ
て
き
て
陸
地
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
陸
地
が

大
き
く
落
ち
こ
ん
で
ま
た
、
海
の
底
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
た

ち
が
毎
日
な
が
め
て
い
る
養
老
山
地
の
東
側
は
、
そ
の
時
に
で
き
た
断

上多度地区土地改良工事に出

土したカキの貝殻

層
で
あ
っ

て
、
二
千

㍍
以
上
も

落
ち
こ
ん

だ
と
い
わ

れ
、
現
在

で
も
養
老

山
地
の
麓
一
帯
は
、
濃
尾
平
野
の
中
で
も
一
番
低
い
所
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
も
、
さ
ら
に
沈
ん
で
い
っ
た
の
で
、
養
老
山
地
や
赤
坂
山
な

ど
さ
え
海
の
底
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
が
長
ら
く
続
き
ま
し
た
。
現

在
養
老
山
地
に
石
灰
岩
が
出
た
り
、
赤
坂
山
か
ら
貝
な
ど
の
海
産
動
物

の
化
石
が
お
び
た
だ
し
く
出
る
の
は
そ
の
証
拠
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
ま
た
海
底
が
高
ま
っ
て
き
て
、
陸
地
が
姿
を
表
わ
し
て
き

堆積過程模式図（東西方向の断面）

海津正倫「更新世末期以降における濃尾平野の地形発達過程」地理学評論

１９７９年　による

ま
し
た
が
、
今
か
ら
六
千
年
か
ら
八
千
年
ぐ
ら
い
前
に
は
、
南
濃
町
の

羽
沢
貝
塚
・
庭
田
貝
塚
や
養
老
町
の
明
徳
の
辺
ま
で
海
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

ｌ



そ
の
後
も
平
野
は
高
く
な
っ
た
り
、
低
く
な
っ
た
り
を
く
り
か
え
し

て
現
在
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
少
し
づ
つ
低
く
な
っ
て
い

き
ま
す
。

濃
尾
平
野
に
は
木
曽
川
・
長
良
川
・
伊
尾
川
（
現
在
は
揖
斐
川
と
書

濃尾平野東西方向地質断面図

Ａ　南漉町駒野駅付近　′Ａ　東海道本線清川駅付近

１．粘土　２．シルト（砂と粘土の中間の細かさの土）　３．砂質シルト

４．砂　５．砂礫　６．腐植土　７．貝殻　８．有機物

海津正倫「更新世末期以降における漉尾平野の地形発達過程」地理学評論

１９７９年　による

き
ま
す
）
の
三
大
川
の
ほ
か
牧
田
川
な
ど
多
く
の
川
が
流
れ
て
い
ま
す

が
、
中
で
も
木
曽
川
は
砂
礫
の
量
が
多
い
ば
か
り
で
な
く
、
流
れ
が
急

で
あ
る
の
で
、
砂
礫
は
途
中
で
止
ま
る
こ
と
な
く
犬
山
ま
で
流
れ
て
き

濃尾平野地盤構造概念図
て
、
こ
こ
を
扇
頂
と
し
て
大
扇
状
地
を
つ
く
り
ま
し
た
。
砂
礫
を
運
搬
・

堆
積
し
た
量
は
木
曽
川
が
最
も
多
く
、
長
良
川
は
木
曽
川
よ
り
は
る
か

に
少
な
く
、
伊
尾
川
や
牧
田
川
は
さ
ら
に
少
な
い
量
で
し
た
。

安藤萬寿男編著「輪中　その展開と構造」古今書院　昭和５０年
Ｐ２による

２



養老町地質図（養老町史通史編、上による）

３



こ
の
よ
う
に
東
の
方
の
木
曽
川
が
一
番
多
く
の
砂
礫
を
堆
積
し
、
西

の
方
の
伊
尾
川
・
牧
田
川
の
堆
積
し
た
量
が
ず
っ
と
少
な
か
っ
た
た
め

そ
れ
で
な
く
て
も
二
千
㍍
も
落
ち
こ
ん
だ
養
老
山
地
の
東
麓
の
地
域
は

東
の
方
の
地
域
に
く
ら
べ
て
ま
す
ま
す
相
対
的
に
低
く
な
り
、
水
の
た

ま
り
や
す
い
土
地
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

養
老
町
の
地
域
は
、
山
地
を
除
く
と
北
部
が
高
く
、
南
東
部
が
低
く

傾
い
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
以
前
の
牧
田
川
の
水
は
定
ま
っ
た
河
道

が
な
く
、
南
東
方
の
低
地
に
向
っ
て
自
由
に
流
れ
下
っ
て
土
砂
や
礫
を

運
ん
で
い
ま
し
た
。

ま
た
養
老
山
地
の
行
平
谷
・
勢
至
北
谷
・
勢
至
南
谷
・
柏
尾
谷
・
滝

谷
・
小
倉
谷
・
直
江
谷
・
今
熊
谷
や
象
鼻
山
の
谷
か
ら
押
し
出
さ
れ
た

土
砂
や
礫
な
ど
が
積
っ
て
で
き
た
扇
状
地
が
次
第
に
広
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。
ま
た
、
川
が
自
然
の
ま
ま
に
流
れ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
流
水

路
の
両
側
が
次
第
に
高
く
な
っ
て
堤
防
の
役
目
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
こ
ろ
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
自
然
堤
防
と
い
い
、
そ
こ
は
水
が
つ

く
こ
と
が
少
な
い
所
で
す
。
人
々
は
、
扇
状
地
や
自
然
堤
防
に
集
落
を

つ
く
り
、
田
畑
を
耕
や
し
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

長
い
長
い
年
月
の
間
に
養
老
町
の
平
野
部
で
は
、
扇
状
地
、
自
然
堤

防
、
後
背
低
湿
地
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

養
老
町
池
辺
の
地
層
（
昭
和
二
六
年
池
辺
小
学
校
に
堀
抽
井
戸
を
掘
っ
た
時
に
掘
り

出
さ
れ
た
粘
土
、
砂
な
ど
を
調
べ
て
作
っ
た
図
で
あ
る
。

）

４



第
二
章
　
郷
土
の
あ
け
ぼ
の

私
た
ち
の
祖
先
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
遠
い
遠
い
時
代
か
ら
繩
文
時

代
・
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
と
移
る
間
に
北
部
地
域
や
養
老
山
麓
の
扇

状
地
で
は
、
次
第
に
文
化
が
開
け
て
き
ま
し
た
。
養
老
の
　
「
岐
阜
県
子

ど
も
の
国
」
の
付
近
や
宇
田
の
西
勝
寺
境
内
か
ら
石
鏃
が
見
つ
か
っ
た

り
、
ま
た
宇
田
か
ら
古
い
古
い
時
代
の
水
田
の
用
水
路
と
思
わ
れ
る
跡

が
見
つ
か
り
、
同
時
に
須
恵
器
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
昭
和
五
〇
年
頃

に
弥
生
時
代
の
住
居
跡
と
思
わ
れ
る
遺
構
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
が
あ
り

須恵器（養老町中央公民館蔵）

ま
す
。
こ
の
よ
う

に
私
た
ち
の
郷
土

は
ず
い
分
古
い
時

代
か
ら
す
で
に
文

化
が
開
け
て
い
た

と
い
え
ま
す
。

多
岐
神
社
裏
の
古
墳
、
室
原
の
古
墳
群
、
養
老
山
麓
の
大
小
の
古
墳

群
、
わ
け
て
も
象
鼻
山
の
古
墳
群
は
前
方
後
方
墳
二
基
、
方
墳
・
円
墳

合
せ
て
六
〇
基
の
大
古
墳
群
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
域
に
は
極
め
て
有
力

な
氏
族
が
栄
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

大
坪
と
い
う
大
字
が
あ
り
、
又
、
大
字
飯
田
に
は
八
ノ
坪
・
東
九
ノ

坪
・
西
九
ノ
坪
な
ど
「
坪
」
の
付
く
字
が
あ
り
、
さ
ら
に
一
之
坪
、
二

之
坪
…
…
三
十
一
之
坪
…
…
と
小
字
の
境
が
直
四
角
に
く
ざ
ら
れ
た
地 象鼻山古墳群分布地図

５



養老町飯田に残る条里制の名残（養老町蔵　大久保家文書による）
（太字は小字名、細字は条里を復元した呼名）

域
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
化
の
改
新
の
時
に
行
わ
れ
た
条
里
制
の
名

残
り
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
地
域
は
千
三

百
五
十
年
も
前
に
広
い
水
田
が
開
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
現
在
の
三
神
・
泉
と
金
屋
・
直
江
・
飯
田
・
大
坪
・
蛇
持
・

橋
爪
・
中
・
豊
・
安
久
・
宇
田
・
室
原
な
ど
牧
田
川
北
部
の
地
域
は
他

の
地
域
と
く
ら
べ
早
く
か
ら
開
け
、
養
老
町
発
祥
の
地
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
又
、
養
老
山
麓
の
扇
状
地
も
早
く
か
ら
開
け
ま
し
た
。

し
か
し
、
南
東
部
の
低
く
て
水
が
い
つ
も
つ
い
て
い
る
所
は
、
長
い

間
そ
の
ま
ま
で
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
新
田
と
し
て
開

発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
地
方
の
気
候
は
、
古
い
時
代
か
ら
冬
も
比
較
的
温
か
く
て
、
年

中
適
当
な
雨
量
が
あ
り
、
常
時
は
恵
ま
れ
た
気
候
の
所
で
あ
る
が
、
ま

わ
り
山
地
に
た
び
た
び
襲
う
異
状
な
大
雨
の
場
合
に
は
、
そ
の
た
び
ご

と
に
大
き
な
水
害
を
被
っ
て
き
ま
し
た
。

第
三
章
　
治
水
工
事
の
は
じ
ま
り

時
代
が
移
り
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
も
、
牧
田
川
に
は
今
日
の
よ
う

な
堤
防
は
築
か
れ
て
な
く
、
き
ま
っ
た
河
道
は
な
か
っ
た
の
で
、
沢
田

村
付
近
ま
で
出
て
来
た
河
水
は
、
自
由
に
南
東
の
低
い
方
へ
向
っ
て
流

れ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
雨
が
降
っ
て
も
、
水
は
一
面
に
散

ら
ば
っ
て
し
ま
っ
て
洪
水
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
人
び
と
は

微
高
地
（
付
近
よ
り
も
少
し
高
い
所
）
を
選
ん
で
集
落
を
つ
く
り
、
田

６



畑
を
耕
や
し
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
室
町
時
代
の
終
り

頃
に
な
る
と
、
自
然
堤
防
と
自
然
堤
防
と
の
間
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
し
て

人
工
の
堤
防
を
築
き
、
河
の
流
れ
を
固
定
し
、
洪
水
の
害
を
防
ぐ
よ
う

に
な
っ
た
と
考
、
を
ら
れ
ま
す
。

養
老
山
地
の
谷
水
や
扇
状
地
の
湧
き
水
は
、
山
麓
沿
い
に
南
方
へ
流

れ
、
洪
水
の
時
に
は
低
地
へ
流
れ
こ
ん
で
集
落
や
田
畑
を
荒
す
こ
と
が

た
び
た
び
で
あ
っ
た
の
で
、
片
側
だ
け
の
堤
防
を
築
い
て
そ
の
害
を
防

ぎ
ま
し
た
。
こ
れ
が
津
屋
川
の
で
き
は
じ
め
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

牧
田
川
の
河
道
や
津
屋
川
が
人
工
的
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

第
四
章
　
輪
中
の
形
成
と
新
田
の
開
発

一
輪
中
の
形
成
と
近
世
に
開
発
さ
れ
た
新
田

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
幕
府
は
新
田
の
開
発
を
奨
励
し
た
の
で
、
全

国
的
に
新
田
の
開
発
が
盛
ん
と
な
り
、
私
た
ち
の
郷
土
で
も
、
た
く
さ

ん
の
新
田
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

新
田
を
開
発
す
る
に
は
、
ま
ず
新
田
に
し
よ
う
と
思
う
場
所
を
堤
防

で
囲
ん
で
、
大
雨
が
降
っ
て
も
大
水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
こ

の
工
事
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
更
に
、
用
水
を
取
り
入
れ
る
た
め
の
用

水
路
や
圦
樋
を
つ
く
っ
た
り
、
逆
に
悪
水
を
堤
防
の
外
へ
出
す
た
め
の

悪
水
路
や
圦
樋
を
つ
く
っ
た
り
、
叉
、
大
雨
の
時
藩
水
路
か
ら
境
内
へ

お
し
あ
げ
て
く
る
逆
水
を
防
ぐ
逆
水
樋
門
を
つ
く
る
な
ど
、
た
く
さ
ん

の
費
用
が
必
要
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
堤
防
で
囲
ま
れ
た
地
域
を
輪
中

と
呼
び
ま
し
た
。
し
か
し
、
後
に
は
、
囲
い
堤
や
用
水
・
排
水
の
管
理

を
共
同
で
行
い
、
輪
中
内
が
一
体
と
な
っ
て
助
け
合
っ
て
、
安
全
な
生

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
組
合
を
つ
く
っ
て
輪
中
を
守
る
よ
う
に

輪中堤の発達過程のモデル
安藤萬寿男著「輪中　その形成と推移」Ｐ１９による

な
り
、
こ
の
組
合
の

こ
と
を
輪
中
組
合
叉

は
単
に
輪
中
と
い
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

輪
中
と
い
っ
て
も
、

大
き
な
も
の
、
小
さ

な
も
の
い
ろ
い
ろ
あ

っ
て
、
早
く
つ
く
ら

れ
た
輪
中
は
堤
防
も

小
さ
く
除
桁
と
呼
ば

れ
る
土
手
が
多
く
、

一
応
水
害
を
防
ぐ
程

度
に
は
役
立
つ
と
し

て
も
安
心
し
て
お
れ

な
か
っ
た
。
川
が
天

井
川
（
堤
防
と
堤
防

と
の
間
の
河
川
敷
に

砂
礫
が
た
ま
っ
て
、

河
床
が
周
囲
の
平
地
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と
高
く
な
っ
た
川
の
こ
と
。
牧
田
川
は
有
名
な
天
井
川
で
あ
り
ま
す
。
）

と
な
り
、
洪
水
が
次
第
に
多
く
な
る
に
つ
け
、
除
桁
を
高
く
し
た
り
、

大
き
く
し
た
り
、
或
は
、
川
ざ
ら
え
を
し
た
り
す
る
く
ら
い
の
こ
と
で

は
、
な
か
な
か
防
げ
な
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
河
床
が
高
く
な
れ
ば

輪
中
内
の
水
を
川
へ
落
す
の
に
困
難
に
な
る
な
ど
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が

お
き
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
同
じ
利
害
関
係
を
持
つ
小
輪
中
が
共
同

し
て
大
き
く
て
丈
夫
な
堤
を
築
き
、
大
規
模
な
輪
中
を
つ
く
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
大
き
な
輪
中
の
内
に
小
さ
な
輪
中
（
こ
れ

を
内
廓
輪
中
と
い
い
ま
す
。
）
が
い
く
つ
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
輪
中
を
複

合
輪
中
と
い
い
ま
す
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
多
芸
輪
中
は
複
合
輪
中

で
、
そ
の
中
に
下
笠
輪
中
・
飯
ノ
木
輪
中
・
大
牧
輪
中
な
ど
た
く
さ
ん

の
内
廓
輪
中
を
ふ
く
ん
で
い
ま
す
。

養
老
町
の
主
な
輪
中
と
新
田
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

１
、
下
笠
輪
中

下
笠
輪
中
を
つ
く
っ
て
い
る
の
は
、
栗
笠
・
舟
付
・
大
野
・
下
笠
・

上
之
郷
の
五
か
村
で
、
栗
笠
・
舟
付
は
牧
田
川
の
自
然
堤
防
の
上
に
、

大
野
は
伊
尾
川
の
自
然
堤
防
の
上
に
あ
り
、
上
之
郷
・
下
笠
は
牧
田
川

が
つ
く
っ
た
扇
状
地
の
末
端
の
微
高
地
の
上
に
あ
り
ま
す
。

関
ケ
原
の
戦
の
あ
っ
た
慶
長
五
年
二
六
〇
〇
）
　
か
ら
こ
の
地
の
領

主
で
あ
っ
た
高
須
城
主
徳
永
寿
昌
が
「
水
が
出
た
時
は
、
舟
付
と
大
野

の
境
か
ら
襲
笠
の
新
圦
ま
で
精
を
入
れ
て
堤
防
を
ま
も
れ
。
」
と
い
う
命

令
を
上
方
さ
く
ら
い
　
（
櫻
井
）
・
竜
泉
寺
・
せ
い
し
（
勢
至
）
・
柏
尾
・

下笠輪中・飯ノ木輪中

安藤萬寿男者「雨中　その形成と推移」による
注）明治２４年製図２万分の１「高田町」をベースに安藤萬寿男作成（以下同じ）
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明
徳
・
お
く
ら
（
小
倉
）
・
白
石
・
は
り
の
木
（
飯
ノ
木
）
・
く
り
か
さ

（
栗
笠
）
・
若
宮
・
お
し
こ
し
（
押
越
）
・
い
し
は
た
（
石
畑
）
・
ロ
ケ
島
・

西
岩
道
の
村
む
ら
に
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
当
時
、

舟
付
・
大
野
の
村
境
か
ら
栗
笠
の
新
圦
ま
で
は
堤
防
が
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
り
ま
す
。

又
、
下
笠
輪
中
の
西
側
を
ま
も
る
中
堤
は
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）

頃
ま
で
に
は
つ
く
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

下
笠
輪
中
に
は
広
い
新
田
が
あ
り
、
中
で
も
舟
付
村
の
六
百
三
十
石

余
、
下
笠
村
の
九
百
三
十
七
石
余
は
大
き
な
新
田
で
あ
り
ま
す
。
も
と

も
と
、
よ
し
や
ま
こ
も
の
生
い
茂
っ
て
い
た
低
地
・
湿
地
を
開
墾
し
た

と
こ
ろ
で
す
か
ら
下
笠
輪
中
の
南
に
堤
を
築
き
廻
し
て
、
低
い
南
の
方

か
ら
の
洪
水
が
侵
入
し
て
く
る
の
を
防
が
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

下
笠
輪
中
の
最
低
部
で
あ
る
下
笠
新
田
の
開
発
は
、
元
和
年
中
（
一

六
一
五
～
一
六
二
四
）
　
で
あ
り
、
検
地
は
寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
下
笠
輪
中
の
形
成
さ
れ
た
の
は
一
六
一
五
年
か
ら

一
六
三
六
年
の
間
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
　
の
評
定
所
裁
許
絵
図
（
口
絵
参
照
）
　
に
よ

る
と
下
笠
輪
中
の
内
で
も
、
幕
府
領
で
あ
っ
た
上
之
郷
村
だ
け
は
、
そ

の
村
境
に
沿
っ
て
「
除
」
を
懸
け
廻
わ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

又
、
下
笠
輪
中
の
中
央
部
か
ら
南
方
に
か
け
て
江
通
り
が
図
示
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
西
八
開
江
で
あ
っ
て
正
保
の
頃
（
一
六

四
四
～
一
六
四
八
）
　
に
輪
中
内
の
悪
水
を
排
除
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ

た
も
の
で
す
。

寛
文
二
年
（
一
六
七
一
）
と
翌
年
に
か
け
て
下
笠
輪
中
落
江
（
五

三
落
江
・
五
三
川
の
は
じ
ま
り
）
　
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
落
江
は

根
古
地
輪
中
・
釜
段
輪
中
・
小
坪
輪
中
な
ど
の
堤
を
通
り
、
全
長
二
千

六
百
聞
（
四
七
〇
〇
㍍
）
程
で
、
小
坪
ま
で
江
下
げ
し
、
津
屋
川
へ
排

水
し
ま
し
た
。
途
中
、
下
地
と
の
間
を
背
割
し
て
い
る
除
が
い
わ
ゆ
る

「
六
百
聞
除
」
　
で
あ
り
ま
す
。

２
、
飯
ノ
木
輪
中

飯
ノ
木
輪
中
は
、
飯
ノ
木
村
と
大
跡
村
と
大
跡
新
田
と
を
つ
つ
ん
で

い
て
、
滝
谷
の
扇
状
地
の
末
端
に
あ
り
ま
す
。

は
じ
め
は
飯
ノ
木
・
大
跡
両
村
だ
け
で
懸
廻
堤
を
持
つ
輪
中
が
つ

く
ら
れ
、
次
い
で
、
大
跡
新
田
が
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
　
に
開
発
さ

れ
た
時
、
こ
れ
も
堤
防
で
囲
み
ま
し
た
が
、
こ
の
堤
防
は
そ
の
後
取
払

わ
れ
て
古
い
二
村
の
懸
祖
堤
は
残
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
懸
廻
堤
も
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
　
の
土
地
改
良

工
事
の
際
取
払
わ
れ
て
、
現
在
は
大
跡
の
集
落
の
北
側
だ
け
に
昔
の
名

残
り
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

３
、
有
尾
輪
中

場
内
に
は
有
尾
・
横
屋
・
有
尾
新
田
・
横
屋
新
田
（
津
屋
新
田
と
も

い
う
）
が
つ
つ
ま
れ
、
西
側
の
堤
防
は
津
屋
川
の
水
を
防
ぎ
、
北
と
東

の
堤
防
は
飯
ノ
木
輪
中
や
岩
道
・
西
岩
道
・
ロ
ケ
島
な
ど
の
恵
水
を
下

地
へ
落
す
た
め
の
も
の
で
、
こ
の
輪
中
堤
が
い
つ
懸
廻
堤
に
な
っ
た
か

は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
承
応
三
年
二
六
五
四
）
よ
り
前
で
あ
っ
て

一
六
五
〇
年
頃
と
考
、
え
ら
れ
ま
す
。
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有
尾
新
田
・
横
屋
新
田
は
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
に
大
野
郡
五
之

里
村
（
現
、
揖
斐
郡
大
野
町
）
の
牧
太
郎
助
な
ど
五
人
が
開
発
し
、
慶

安
五
年
（
一
六
五
二
）
に
検
地
を
受
け
て
い
ま
す
。

こ
の
輪
中
堤
も
太
平
洋
戦
争
後
の
土
地
改
良
工
事
に
よ
っ
て
、
す
っ

か
り
取
払
わ
れ
て
し
ま
っ
て
昔
の
姿
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

有馬輪中・根古地輪中・大場新田輪中

安辟萬寿男著「輪中　その形成と推移」による

有
尾
新
田
と
横
屋
新
田
は
明
治
八
年
に
合
併
し
田
村
と
な
り
ま
し
た
。

４
、
根
古
地
輪
中

こ
の
輪
中
は
、
根
古
地
村
・
根
古
地
新
田
（
現
、
養
老
町
瑞
穂
）
・
大

場
村
の
三
村
と
大
野
村
の
二
部
・
下
笠
村
の
二
部
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

根
古
地
村
は
中
世
に
開
発
さ
れ
た
村
で
あ
り
ま
す
が
、
大
場
村
も
近

世
以
前
に
成
立
し
た
村
で
あ
り
ま
す
。
根
古
地
新
田
は
、
名
古
屋
の
河

内
屋
甚
九
郎
が
根
古
地
相
の
内
、
草
場
と
荒
地
の
開
発
を
寛
永
一
八
年

（
一
六
四
一
）
に
願
い
出
て
、
後
に
後
藤
三
郎
左
衛
門
・
中
島
惣
右
衛

門
ら
も
参
加
し
て
進
め
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
完
成
し
、
慶
安

五
年
（
一
六
五
二
）
に
検
地
を
受
け
て
い
る
の
で
根
古
地
輪
中
が
出
来

た
の
は
寛
永
一
八
年
と
思
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
根
古
地
輪
中
は
、
一
度
に
で
き
た
の
で
は
な
く
、

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
の
文
書
に
よ
る
と
、
根
古
地
村
・
根
古
地
新

田
・
大
場
村
で
一
つ
の
輪
中
、
高
柳
新
田
・
大
牧
村
で
「
の
輪
中
を

っ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
輪
中
が
い
つ
合
わ
さ
っ

て
一
つ
の
輪
中
に
な
っ
た
か
は
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
根

古
地
・
根
古
地
新
田
・
大
場
村
の
輪
中
も
明
治
初
年
の
地
図
か
ら
考
え

る
と
、
根
古
地
村
・
大
場
村
だ
け
で
二
術
中
を
つ
く
っ
て
い
た
時
代
が

ぁ
り
、
後
に
根
古
地
新
田
が
加
わ
っ
た
輪
中
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

低
湿
地
で
あ
る
た
め
、
溜
水
や
惑
水
を
落
す
の
に
苦
し
み
、
堀
田
や

池
が
多
い
の
で
、
耕
作
に
舟
で
往
来
し
ま
し
た
。

５
、
大
場
新
田
輪
中

輪
中
の
北
部
に
大
場
新
田
の
集
落
が
あ
り
ま
す
。
正
保
二
年
（
一
六
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四
五
）
に
坪
内
七
兵
衛
・
後
藤
三
郎
左
衛
門
・
中
島
惣
右
衛
門
・
奥
村

甚
五
郎
・
冨
長
惣
太
夫
・
河
内
屋
甚
九
郎
が
根
古
地
新
田
と
と
も
に
大

場
新
田
の
開
発
に
着
手
し
、
後
、
慶
安
五
年
二
六
五
二
）
に
大
場
村

地
内
の
一
部
を
根
古
地
新
田
に
編
入
し
、
明
暦
二
年
二
六
五
六
）
に

有
尾
村
地
内
の
一
部
を
加
え
て
大
場
新
田
と
し
ま
し
た
。

大枚輪中・高柳輪中・釜段輪中・小坪輪中

安藤萬寿男著「輪中　その形成と推移」による

６
、
大
牧
輪
中
（
大
巻
輪
中
）

大
枚
輪
中
は
、
大
牧
村
・
大
枚
新
田
と
高
柳
古
新
田
と
か
ら
成
る
輪

中
で
あ
り
ま
す
。
大
牧
村
は
近
世
以
前
に
開
か
れ
て
へ
る
村
で
す
が
、

大
牧
輪
中
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
　
に
完
成
し
て
い
ま
す
。
高
柳
古

新
田
の
開
発
は
不
明
で
あ
り
ま
す
。

岐
阜
県
歴
史
資
料
館
に
あ
る
近
世
の
地
図
に
よ
る
と
、
高
柳
古
新
田

は
、
大
枚
新
田
に
そ
の
北
・
西
・
南
を
囲
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
上
、
両

新
田
の
間
に
は
堤
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
高
柳
古
新
田
の
東
の
中
堤

（
高
柳
新
田
と
の
境
）
　
で
共
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
高
柳
古
新
田
は
大

枚
新
田
と
ほ
ぼ
同
時
に
開
発
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

７
、
高
柳
輪
中

高
柳
輪
中
の
中
に
は
高
柳
・
高
柳
新
田
の
二
つ
の
集
落
が
あ
り
ま
す
。

高
柳
輪
中
が
で
き
た
の
は
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
に
高
柳
新
田
が

開
発
さ
れ
た
時
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

用
水
と
し
て
は
掘
抜
井
戸
は
な
く
、
天
水
に
た
よ
っ
て
お
り
、
大
へ

ん
低
地
で
あ
る
た
め
雨
が
降
れ
ば
増
水
が
で
き
、
稲
は
腐
っ
て
し
ま
う

な
ど
で
収
穫
は
毎
年
僅
か
し
か
な
か
っ
た
所
で
し
た
。
そ
の
上
こ
の
輪

中
は
伊
尾
川
通
り
な
ど
の
長
い
堤
防
の
普
請
や
数
多
く
の
悪
水
落
の
普

請
な
ど
非
常
な
苦
労
を
し
ま
し
た
。

８
、
釜
段
輪
中

釜
段
と
駒
野
新
田
の
二
村
か
ら
成
る
輪
中
で
あ
り
ま
す
。
釜
段
村
の

開
発
は
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
か
ら
始
ま
り
、
駒
野
新
田
の
開
発
は

明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
で
あ
り
ま
す
が
検
地
は
共
に
寛
文
一
〇
年
（
一
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六
七
〇
）
　
で
あ
り
ま
す
か
ら
釜
段
輪
中
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
明
暦
四
年

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

尾
張
藩
士
藤
田
大
学
の
子
、
森
半
入
　
（
半
斎
）
　
は
明
暦
四
年
二
六

五
八
）
　
に
高
須
藩
領
の
有
尾
村
草
場
下
地
・
駒
野
村
草
場
、
大
垣
藩
領

の
草
場
の
開
拓
を
願
い
出
ま
し
た
。
下
地
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
他
の

二
か
所
は
成
功
し
て
駒
野
新
田
・
釜
段
村
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
輪
中
は
、
多
芸
輪
中
の
中
で
も
最
も
低
い
所
で
、
池
沼
や
堀
潰

れ
が
多
く
、
田
は
ほ
と
ん
ど
掘
上
田
で
農
作
業
は
舟
を
使
っ
て
行
わ
れ

家
一
軒
に
三
、
四
艘
の
笹
舟
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
日
で
は
土
地
改
良
の
結
果
一
面
の
美
田
と
な
り
ま
し
た
。

９
、
小
坪
輪
中

小
坪
新
田
一
村
だ
け
の
輪
中
で
、
小
坪
新
田
が
開
発
さ
れ
た
年
の
承

応
二
年
（
一
六
五
三
）
　
に
つ
く
ら
れ
た
と
考
、
え
ら
れ
ま
す
。

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
　
の
小
坪
新
田
明
細
に
よ
れ
ば
、
こ
の
村
の

北
小
堤
は
下
笠
輪
中
の
村
む
ら
が
普
請
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

１
０
、
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
「
ロ
ヶ
島
・
西
岩
道
・
岩
道
輪
中
」

多
芸
輪
中
の
中
の
ほ
と
ん
ど
の
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
輪
中
を
も
っ
て
い

て
ま
も
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
た
だ
ロ
ヶ
島
・
西
岩
道
・
岩
道
の
三
村
は

輪
中
を
も
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
大
雨
の
時
に
は
、
押
越
村
な

ど
高
い
所
の
村
む
ら
か
ら
押
し
下
げ
て
来
る
大
水
と
、
下
地
方
面
か
ら

込
み
上
げ
て
来
る
逆
水
と
で
常
に
大
き
な
水
害
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
　
に
「
ア
ホ
除
」
を
築
い
て
押
越
の

方
か
ら
の
水
は
金
草
川
へ
流
し
、
一
方
、
下
笠
村
三
ッ
屋
と
有
尾
新
田

と
の
間
に
築
切
普
請
を
し
て
、
込
上
げ
水
が
来
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
三
村
は
金
草
川
の
堤
防
、
下
笠
輪
中
の
西
側
堤
、
飯
ノ
木

輪
中
堤
の
東
部
の
部
分
、
ア
ホ
除
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
輪
中
に
よ
っ
て

守
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
年
に
津
屋
川
の
堤
防
が
切
れ
、
三
ッ
屋
と
有
尾
新

田
と
の
間
の
築
切
堤
が
あ
る
た
め
大
跡
新
田
が
水
に
つ
か
っ
て
し
ま
っ

て
大
水
害
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
せ
っ
か
く
築
い
た
築
切
堤
を
取

払
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
三
か
村
特
に
岩
道
と
西
岩
道
と

は
、
た
び
た
び
大
水
害
を
受
け
ま
し
た
。
困
り
果
て
た
岩
道
・
西
若
造

は
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
　
に
、
上
之
郷
村
除
堤
（
下
笠
輪
中
西
側

堤
）
の
神
明
堂
（
現
存
し
て
い
ま
す
。
）
か
ら
西
岩
道
の
南
ま
で
七
百
七

十
間
（
約
一
四
〇
〇
㍍
）
ほ
ど
の
間
に
除
堤
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
と
願

い
出
ま
し
た
が
、
下
笠
輪
中
の
反
対
も
あ
っ
て
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

現
在
で
も
ア
ホ
除
の
堤
が
大
水
で
危
う
く
な
っ
た
時
は
、
下
笠
輪
中

堤
の
外
側
に
あ
る
中
島
集
落
が
水
防
に
当
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
中
島
集
落
は
下
笠
村
の
中
の
一
集
落
で
あ
る
が
、
下
笠
輪
中

の
外
に
あ
っ
て
、
ア
ホ
除
が
切
れ
た
場
合
一
番
大
き
な
被
害
を
受
け
る

場
所
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
ア
ホ
除
の
堤
の
高
さ
は
、
増
水
が
押
越
の
集
落
へ
は
決
し
て

侵
入
し
な
い
よ
う
厳
重
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

１
１
、
島
田
輪
中

こ
の
輪
中
の
北
側
を
牧
田
川
、
南
側
を
金
草
川
が
そ
れ
ぞ
れ
東
へ
流

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
輪
中
は
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
　
の
評
定
所
裁
許
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絵
図
で
は
完
全
に
連
続
し
た
堤
で
囲
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
何
年
に
連
続

し
た
堀
に
な
っ
た
か
は
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
牧
田
川
の
堤

防
に
つ
い
て
は
下
笠
輪
中
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
栗
笠
村
と
大
野
村

と
の
間
に
堤
防
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
元
和
年
間
（
一
六
一
五

島田輪中・烏江輪中

安藤萬寿男著「輪中　その形成と推移」による

―
一
六
二
四
）
の
初
め
頃
に
は
す
で
に
島
田
輪
中
の
牧
田
川
沿
い
堤
防

は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
慶
安
二
年
二
六
四
九
）
に
は

堤
防
が
あ
っ
た
こ
と
は
他
の
資
料
に
よ
っ
て
確
か
で
あ
り
ま
す
。

金
草
川
は
洪
水
の
時
、
牧
田
川
か
ら
の
逆
水
が
は
げ
し
く
、
ま
た
上

流
の
五
日
市
村
方
面
か
ら
の
牧
田
川
の
し
み
出
し
水
や
霞
堤
の
明
所

か
ら
侵
入
す
る
水
な
ど
が
合
わ
さ
っ
て
島
田
輪
中
・
下
笠
輪
中
・
西
岩

道
村
・
若
造
村
な
ど
に
し
ば
し
ば
、
大
水
害
を
あ
た
え
ま
し
た
。

島
田
輪
中
は
、
そ
の
下
流
に
あ
る
烏
江
輪
中
と
の
間
が
遊
水
池
と
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
頃
の
地
図
で
は
、
両

輪
中
は
完
全
に
堤
防
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

１
２
、
烏
江
輪
中

鳥
江
輪
中
は
北
は
牧
田
川
、
南
は
金
草
川
で
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
島

田
輪
中
と
同
じ
よ
う
に
元
禄
六
年
の
裁
許
図
で
は
、
完
全
な
輪
中
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
い
つ
完
成
し
た
か
は
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
鳥
江

輪
中
の
方
が
島
田
輪
中
よ
り
先
に
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
輪
中
も
悪
水
を
排
除
す
る
の
に
苦
し
み
、
元
文
五
年
二
七
四

〇
）
頃
、
金
草
川
を
伏
赦
し
て
下
笠
輪
中
の
栗
笠
村
内
を
通
し
て
大
野

村
で
伊
尾
用
へ
落
す
工
事
を
完
成
し
て
お
り
、
な
お
、
天
明
五
年
（
一

七
八
五
）
に
は
、
江
月
輪
中
の
悪
水
を
牧
田
川
を
伏
越
し
て
鳥
江
輪
中

へ
落
し
、
こ
れ
を
元
文
五
年
頃
に
で
き
た
栗
笠
・
大
野
間
の
悪
水
路
を

通
し
て
伊
尾
川
へ
排
水
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
江
月
・
烏
江
両

輪
中
の
落
江
を
「
両
江
落
江
」
と
名
付
け
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
の
未

頃
に
な
く
な
り
ま
し
た
（
両
江
落
江
に
つ
い
て
は
第
六
章
８
０
頁
に
て
詳

３１



述）。烏
江
輪
中
と
島
田
輪
中
と
は
同
じ
よ
う
に
牧
田
川
と
金
草
川
と
の
間

に
は
さ
ま
れ
て
お
り
、
一
つ
の
輪
中
に
な
っ
て
も
よ
い
輪
中
で
あ
る
が安藤萬寿男著「輪中　その形成と推移」による

そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
島
田
村
は
高
須
藩
領
か
ら
幕
府
領
と
な

り
、
後
に
大
垣
藩
預
所
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
鳥
江
村
は
江
戸
時
代
の

初
め
は
幕
府
領
で
し
た
が
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
か
ら
は
、
ず
っ

と
尾
張
藩
領
で
あ
っ
て
領
主
が
異
っ
て
い
た
た
め
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

１
３
、
大
境
輪
中

大
境
輪
中
は
牧
田
川
の
中
の
川
中
島
の
輪
中
で
あ
り
ま
す
。
牧
田
川

は
養
老
山
地
か
ら
平
野
へ
流
れ
出
る
扇
状
地
の
上
に
あ
り
ま
す
。
牧
田

川
は
上
流
か
ら
多
く
の
土
砂
を
運
ぶ
荒
れ
川
で
、
牧
田
川
自
身
が
つ
く

っ
た
扇
状
地
の
上
を
あ
ち
こ
ち
移
動
し
っ
つ
流
下
し
て
い
ま
し
た
が
、

近
世
か
ら
は
ほ
ぼ
現
在
の
流
路
を
流
れ
て
い
ま
す
。

永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
　
の
大
洪
水
ま
で
は
一
本
の
流
路
で
あ
り
ま

し
た
が
、
こ
の
大
洪
水
で
高
畑
村
字
将
棋
頭
で
南
側
と
北
側
の
二
つ
の

流
路
に
分
か
れ
、
直
江
村
字
中
瀬
で
ま
た
一
つ
に
合
わ
さ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
（
直
江
村
と
い
っ
て
も
、
現
在
牧
田
川
の
北
に
あ
る
直
江

集
落
の
こ
と
で
は
な
く
、
大
境
輪
中
の
東
の
端
の
低
い
所
に
あ
っ
た
昔

の
直
江
村
の
こ
と
で
す
。
現
在
、
普
通
に
直
江
と
い
っ
て
い
る
集
落
は

た
び
た
び
の
水
害
に
困
り
は
て
て
、
天
明
七
年
《
一
七
八
七
》
頃
か
ら

次
第
に
直
江
の
人
た
ち
が
移
住
し
て
行
っ
た
所
で
あ
り
ま
す
。
）

元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
頃
で
は
、
南
の
分
派
川
の
方
が
主
流
で
あ

っ
た
よ
う
で
す
が
、
現
在
は
南
の
分
派
川
は
な
く
な
っ
て
北
の
分
派
川

だ
け
に
な
り
、
南
の
分
派
川
の
河
川
敷
は
住
宅
地
や
高
田
中
学
校
の
校

地
・
美
津
浪
養
老
工
場
の
敷
地
な
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。

牧
田
川
の
河
道
が
定
ま
っ
て
か
ら
は
牧
田
川
の
河
川
敷
地
の
中
だ
け
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に
土
砂
が
積
っ
て
川
床
が
次
第
に
高
く
な
り
、
い
わ
ゆ
る
天
井
川
と
な

っ
た
の
で
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
は
一
層
水
害
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

大
境
輪
中
は
牧
田
川
に
沿
っ
て
一
・
五
㍍
の
長
さ
が
あ
り
ま
す
が
、
一

番
高
い
所
に
あ
る
将
棋
頭
と
一
番
低
い
直
江
村
字
中
瀬
と
で
は
十
㍍
程

も
高
さ
が
ち
が
い
ま
す
。
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
　
の
裁
許
絵
図
に
よ

り
ま
す
と
、
そ
の
当
時
の
大
境
輪
中
は
上
流
の
方
の
高
畑
村
・
大
墳
村

を
か
こ
む
築
捨
堤
と
下
流
の
方
の
直
江
村
だ
け
を
包
む
築
捨
堤
と
か
ら

出
来
て
い
て
、
左
の
図
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
堤
防

が
連
続
し
て
い
な
い
た
め
出
水

の
時
、
牧
田
川
の
水
が
こ
の
堤

防
の
明
い
て
い
る
所
か
ら
侵
入

し
て
来
て
、
常
に
大
水
害
を
受

け
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
宝
永
六

年
（
一
七
〇
九
）
南
側
の
明
い
て
い
る
部
分
十
間
の
所
に
築
留
堤
を
つ

く
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
北
側
は
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
大
境
・
直

江
間
の
明
き
所
が
築
留
め
ら
れ
、
大
境
輪
中
は
完
全
な
一
輪
中
と
な
り

ま
し
た
。

１
４
、
江
月
輪
中

江
月
輪
中
は
、
東
は
杭
瀬
川
、
南
は
牧
田
川
、
西
は
小
畑
川
に
接
し

て
い
ま
す
が
、
北
西
部
は
祖
父
江
輪
中
と
直
接
に
中
堤
（
こ
の
中
堤
は

江
月
村
の
も
の
）
　
で
接
し
て
い
て
川
は
あ
り
ま
せ
ん
。

江
月
輪
中
は
江
月
村
一
村
だ
け
の
輪
中
で
、
上
江
月
と
下
江
月
に
分

か
れ
、
両
集
落
と
も
輪
中
堤
上
に
沿
っ
て
一
列
に
家
並
が
あ
り
ま
し
た
。

江
月
輪
中
・
祖
父
江
輪
中

安藤萬寿男著「輪中　その形成と推移」による
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杭
瀬
川
沿
い
で
は
、
主
に
堤
防
上
の
輪
中
内
側
、
牧
田
川
沿
い
で
は
堤

防
上
の
外
側
（
川
に
画
し
た
側
）
　
に
住
家
が
並
ん
で
い
ま
し
た
が
、
杭

瀬
川
沿
い
は
昭
和
二
五
年
二
九
五
〇
）
　
の
杭
瀬
川
・
牧
田
川
分
流
工

事
の
時
に
全
戸
が
輪
中
内
に
移
住
し
ま
し
た
。

江
月
輪
中
は
低
湿
地
の
た
め
悪
水
を
排
除
す
る
の
に
苦
し
み
、
天
明

五
年
（
一
七
八
五
）
牧
田
川
を
伏
越
し
て
、
烏
江
輪
中
に
悪
水
を
落
し
、

鳥
江
輪
中
内
の
悪
水
路
を
通
し
、
さ
き
に
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）

頃
に
鳥
江
が
金
草
川
を
伏
越
し
て
つ
く
っ
て
お
い
た
排
水
路
を
通
し
て

伊
尾
川
へ
落
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

㌔
、
祖
父
江
輪
中

祖
父
江
輪
中
は
祖
父
江
村
一
村
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
輪
中
内

に
は
、
条
里
制
に
関
係
の
あ
る
「
一
之
坪
」
と
い
う
小
字
が
あ
る
程
で

そ
の
開
拓
は
古
く
、
祖
父
江
村
は
近
世
以
前
に
成
立
し
て
い
た
も
の
と

考
、
え
ら
れ
ま
す
。

祖
父
江
輪
中
の
懸
廻
堤
が
い
つ
完
成
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
　
の
評
定
所
裁
許
絵
図
に
は
完
全
な

懸
裡
堤
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
元
禄
六
年
以
前
に
完
成
し
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
り
ま
す
。

祖
父
江
輪
中
と
江
月
輪
中
と
の
境
に
な
っ
て
い
る
中
堤
が
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
　
の
村
明
細
帳
に
よ
る
と
江
月
村
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
低
い
方
の
江
月
輪
中
が
高
い
方
の
祖
父
江
輪
中
よ
り
先
に
つ
く
ら

れ
、
そ
の
後
に
江
月
輪
中
の
中
堤
を
利
用
し
つ
つ
祖
父
江
輪
中
を
つ
く

っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

祖
父
江
輪
中
は
相
川
・
杭
瀬
川
・
小
畑
川
に
囲
ま
れ
た
低
地
で
あ
っ

た
た
め
、
悪
水
の
排
除
に
苦
し
み
、
祖
父
江
村
字
掛
圦
で
杭
瀬
川
を
伏

越
し
て
、
対
岸
の
大
垣
輪
中
の
上
笠
村
か
ら
鵜
之
森
村
ま
で
の
悪
水
路

で
伊
尾
川
へ
落
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
築
か
れ
た
時
期
は
明
ら
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

祖
父
江
輪
中
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
　
の
直
後
に
字
前
沖
（
祖
父

江
新
田
）
を
輪
中
の
中
に
囲
い
こ
ん
で
い
ま
す
。

１
６
、
飯
積
輪
中

こ
の
輪
中
は
牧
田
川
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
同
川
北
側
の
扇
状
地
の

中
で
は
最
も
低
い
所
で
、
こ
の
輪
中
の
中
で
の
高
い
部
分
と
低
い
部
分

と
で
は
五
㍍
程
の
差
が
あ
り
ま
す
。

元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
当
時
は
飯
横
村
一
村
だ
け
の
も
の
で
あ
り

ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
頃
に
直
江
（
北
直
江
）

と
金
屋
の
二
村
（
全
域
で
は
な
い
）
を
加
え
て
三
村
と
な
っ
た
よ
う
で

あ
り
ま
す
（
第
五
章
、
三
参
照
）
。

飯
積
村
の
牧
田
川
沿
い
の
旧
堤
防
は
、
中
堤
と
し
て
残
り
、
直
江
・

金
屋
両
村
の
悪
水
は
、
こ
の
中
堤
に
よ
っ
て
旧
飯
積
輪
中
に
は
入
ら
ず
、

中
堤
と
牧
田
川
堤
と
の
間
を
通
っ
て
流
下
し
、
飯
積
輪
中
の
南
東
の
端

で
小
畑
川
に
排
水
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
、
こ
の
付
近
の
治
水
工
事
が
な
さ
れ
た

時
、
小
畑
川
の
飯
積
・
金
屋
・
直
江
三
村
の
堤
防
は
、
対
岸
の
祖
父
江

村
の
堤
防
よ
り
少
し
も
高
く
し
な
い
よ
う
に
定
め
ま
し
た
。

な
お
、
飯
田
村
の
新
堀
は
、
対
岸
の
飯
積
・
金
屋
・
直
江
の
堤
防
よ
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り
二
尺
　
（
約
六
〇
セ
ン
チ

メ

ー

ト

ル

）
低
く
す
る
よ
う
に
申
し
合
わ
せ
ま
し
た
。

飯積輪中

安藤萬寿男著「輪中　その形成と推移」による
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１
７
、
蛇
持
輪
中

蛇
持
輪
中
は
、
北
に
は
色
目
川
、
南
に
は
小
畑
川
が
流
れ
て
お
り
、

西
に
高
く
、
東
に
低
い
地
形
で
、
西
の
方
は
牧
田
川
扇
状
地
の
端
の
方

で
除
は
あ
る
が
堤
は
あ
り
ま
せ
ん
。
色
目
川
・
小
畑
川
は
扇
状
地
の
湧

き
水
な
ど
を
水
源
と
す
る
の
で
、
上
流
か
ら
は
大
き
な
水
害
を
お
こ
す

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
牧
田
川
か
ら
の
逆
水
が
小
畑
川
・
色
目
川
に

こ
み
上
げ
て
く
る
た
め
、
そ
の
水
害
に
い
つ
も
苦
し
ん
で
き
ま
し
た
。

享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
　
に
は
飯
田
・
蛇
持
両
村
か
ら
「
当
村
は
、

小
畑
川
・
色
目
川
の
川
口
に
近
く
、
そ
し
て
村
を
囲
う
堤
防
が
な
い
た

め
逆
水
が
押
入
り
、
米
も
麦
も
腐
っ
て
し
ま
っ
て
村
は
も
う
亡
び
て
し

ま
う
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
」
　
と
救
い
を
願
い
出
て
い
ま
す
。

宝
永
六
年
二
七
〇
九
）
笠
松
郡
代
辻
六
郎
左
衛
門
に
よ
る
、
こ
の

付
近
の
治
水
工
事
の
時
、
小
畑
川
に
沿
っ
て
新
堤
を
築
き
ま
し
た
が
、

対
岸
の
飯
積
輪
中
提
よ
り
二
尺
（
約
六
〇

セ
ン
チ

メ

ー

ト

ル

）
低
く
す
る
よ
う
に
申
し

合
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
色
目
川
沿
い
に
つ
い
て
は
、
色
目
川
を
つ
け
か

え
て
ま
っ
す
ぐ
に
し
、
新
し
い
堤
防
を
築
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
蛇
持
・

飯
田
・
宇
田
三
村
の
蛇
持
輪
中
が
完
成
し
た
の
は
、
宝
永
六
年
で
あ
り

ま
し
た
。

飯
田
堤
が
対
岸
の
飯
積
輪
中
の
堤
よ
り
二
尺
低
く
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
は
、
飯
田
村
は
尾
張
藩
領
で
あ
り
、
飯
積
村
は
幕
府
領
で

あ
っ
た
か
ら
だ
と
も
い
わ
れ
る
が
、
蛇
持
輪
中
の
方
が
飯
積
輪
中
よ
り

後
に
つ
く
ら
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
飯
田
に
は
条
里
制
の
名
残
り
の
地
名
が

あ
り
、
こ
の
付
近
は
、
古
代
か
ら
開
け
て
い
た
所
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

１
８
、
室
原
輪
中

室
原
輪
中
は
南
を
色
目
川
、
北
を
泥
川
、
東
を
相
川
に
囲
ま
れ
て
い

ま
す
が
、
西
の
方
は
土
地
が
高
く
扇
状
地
で
あ
る
の
で
、
そ
の
湧
水
を

室原輪中

安藤萬寿男著「輪中　その形成と推移」による
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排
除
す
る
除
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
明
き
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
程
度

の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

元
禄
六
年
二
六
九
三
）
　
の
評
定
所
裁
許
絵
図
に
よ
る
と
、
泥
川
沿

い
に
は
室
原
の
集
落
の
北
西
部
あ
た
り
か
ら
下
流
に
向
っ
て
堤
防
が
築

か
れ
、
泥
川
と
相
川
と
の
合
流
点
の
下
流
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
色
目

川
沿
い
で
は
、
堤
防
は
大
坪
の
集
落
よ
り
少
し
西
の
あ
た
り
か
ら
は
じ

ま
り
、
北
蛇
持
の
集
落
の
北
で
終
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
室
原
と
大
坪
と
の
境
に
、
ほ
と
ん
ど
一
直
線
の
道
路
が
東
西

に
伸
び
、
そ
の
北
側
に
沿
っ
て
排
水
路
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
天
保

九
年
二
八
三
八
）
の
室
原
村
明
細
帳
に
色
目
川
通
り
水
除
九
百
間
（
約

一
六
〇
〇
㍍
）
　
と
書
か
れ
て
い
る
除
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
飯
田
輪
中
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
坪
村
の
田
の
中
を
色

目
川
が
曲
り
く
ね
っ
て
流
れ
て
い
た
た
め
水
落
ち
が
恵
か
っ
た
の
で
宝

永
六
年
二
七
〇
九
）
　
に
大
坪
と
宇
田
・
蛇
持
両
村
の
境
に
瀬
違
（
川

を
つ
け
か
え
る
）
す
る
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
の
新
し
い
堤

防
が
現
在
の
堤
防
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
に
室
原
輪
中
が
完
成
し
ま
し
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
室
原
輪
中
は
最
初
は
室
原
だ
け
を
築
捨
堤
で
守
っ

て
い
た
時
代
が
あ
り
、
後
、
色
目
川
側
に
広
が
っ
て
、
大
坪
村
も
固
い

込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

昭
和
四
四
年
二
九
六
九
）
か
ら
実
施
さ
れ
た
土
地
改
良
工
事
の
時
、

宝
永
六
年
の
瀬
違
以
前
に
色
目
川
が
流
れ
て
い
た
跡
と
確
認
さ
れ
る
川

の
跡
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

１
９
、
下
地
新
田

下
地
の
付
近
は
木
曽
三
川
か
ら
流
出
し
た
土
砂
で
デ
ル
タ
が
形
成
さ

れ
た
が
、
そ
の
中
で
土
砂
が
十
分
に
堆
積
し
な
か
っ
た
低
湿
地
が
後
に

下
地
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）

に
有
尾
・
津
屋
新
田
・
同
二
年
に
根
古
地
新
田
、
慶
安
元
年
（
一
六
四

八
）
に
徳
田
新
田
、
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
に
志
津
新
田
、
明
暦
二

年
二
六
五
六
）
に
大
場
新
田
、
同
四
年
に
釜
段
・
駒
野
新
田
が
開
か

れ
、
周
囲
が
ぐ
る
っ
と
堤
防
で
囲
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
地
域
全

体
の
悪
水
が
流
れ
込
む
大
き
な
遊
水
池
と
な
り
ま
し
た
。
享
保
一
六
年

二
七
三
一
）
　
の
調
べ
で
は
、
池
の
周
囲
は
約
六

キ
ロ
メ

ー

ー

ル

、
面
積
は
一
九
六

㌶
余
あ
り
ま
し
た
。

皂莢経塚（釜段）
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駒
野
新
田
と
釜
段
村
の
開
発
に
成
功
し
た
森
半
人
は
、
下
地
新
田
の

開
発
に
は
非
常
に
苦
心
し
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
か
ら
元
禄
五
年

（
ー
六
九
二
）
ま
で
の
間
に
中
除
堤
（
中
障
子
と
も
い
い
ま
す
）
約
二

〇
〇
〇
㍍
を
築
い
て
下
地
を
東
と
西
の
二
つ
に
分
け
ま
し
た
。
又
、
皂

莢
経
塚
を
築
い
て
成
功
を
祈
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
つ
い
に
成
功
せ
ず

中
止
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
多
芸
郡
上
笠
村
（
現
、
大
垣
市
）
　
の
国

枝
彦
太
郎
は
、
森
半
人
が
不
成
功
に
終
っ
た
あ
と
を
引
受
け
て
開
発
を

続
け
、
大
金
を
つ
ぎ
こ
ん
で
一
応
は
完
成
し
ま
し
た
が
、
絶
え
ず
水
害

を
受
け
て
、
こ
の
時
も
成
功
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

正
徳
年
間
（
一
七
一
一
～
一
七
一
六
）
　
に
彦
太
郎
は
他
の
人
び
と
と

共
に
計
画
を
立
て
な
お
し
て
努
力
の
末
、
享
保
（
一
七
一
六
～
一
七
三

七
）
の
初
め
頃
に
成
功
し
、
下
地
新
田
と
名
付
け
ま
し
た
。
し
か
し
、

今
度
も
津
屋
川
の
氾
濫
が
ひ
ど
く
て
享
保
七
、
八
年
頃
に
は
ま
た
持
ち

続
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
彦
太
郎
は
自
分
一
人

で
開
発
を
進
め
る
こ
と
を
決
意
し
享
保
二
〇
年
に
金
二
千
七
百
両
と
い

う
大
金
を
つ
か
っ
て
努
力
を
続
け
ま
し
た
が
、
津
屋
用
の
氾
濫
が
続
く

の
で
、
つ
い
に
下
地
の
開
発
を
あ
き
ら
め
、
そ
の
開
発
の
権
利
を
有
尾

村
に
あ
ず
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
下
地
の
開
発
は
当

時
の
技
術
で
は
、
と
て
も
困
難
な
事
業
で
あ
っ
た
の
で
す
。

明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
　
に
、
岐
阜
県
で
の
近
代
最
初
の
干
拓
事

業
と
し
て
、
平
松
不
毅
が
地
域
の
有
力
者
の
協
力
を
得
て
、
こ
の
事
業

を
は
じ
め
ま
し
た
。

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
　
に
川
砂
を
舟
で
運
ん
で
埋
立
を
は
じ
め
ま

し
た
が
、
思
う
よ
う
に
は
か
ど
ら
な
か
っ
た
の
で
、
不
殺
は
、
最
新
発

明
の
蒸
気
機
関
に
よ
る
排
水
機
を
優
っ
て
下
地
の
水
を
排
水
し
て
し
ま

う
方
法
に
変
、
え
、
大
正
五
年
頃
か
ら
干
拓
を
は
じ
め
、
大
正
八
年
頃
に

は
三
五
㌶
の
干
拓
を
完
成
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
岐
阜
県
も
補
助
金
を
出
す
な
ど
し
て
、
昭
和
一
〇
年
（
一

九
三
五
）
　
に
中
堤
の
西
側
の
西
部
下
地
の
干
拓
が
完
成
し
ま
し
た
。
ま

た
東
部
下
地
も
県
の
協
力
に
よ
っ
て
同
年
に
完
成
し
ま
し
た
。

森
半
人
や
国
枝
彦
太
郎
ら
の
一
生
を
か
け
て
の
願
い
は
、
平
松
不
殺

ら
の
不
断
の
熱
意
と
協
力
に
よ
っ
て
二
百
数
十
年
の
後
に
花
開
き
、
二

百
㌶
余
の
一
面
の
美
田
と
な
り
ま
し
た
。

下地干拓記念碑（有尾）
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２
０
、
柏
尾
新
田

元
禄
郷
帳
に
、
新
田
と
し
て
柏
尾
新
田
四
十
九
石
と
記
し
て
い
ま
す
。

２
１
、
鷲
巣
北
畑
新
田
・
南
畑
新
田

延
宝
年
間
二
六
七
三
「
一
六
八
一
）
に
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

２２
、
石
畑
喜
多
村
新
田

い
つ
開
発
さ
れ
た
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

２
３
、
若
宮
新
田

新
田
開
発
が
い
つ
も
誰
か
ら
も
望
ま
れ
て
い
た
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。

寛
延
二
年
二
七
四
九
）
若
宮
村
は
野
方
の
新
田
開
発
を
命
じ
ら
れ
ま

し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
若
宮
村
は
「
当
村
は
小
さ
な
村
で
あ
り
、
そ

の
上
、
山
は
多
く
、
畑
地
も
地
味
の
悪
い
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
新
田

の
開
発
と
は
い
え
、
草
場
や
野
方
を
召
上
げ
ら
れ
て
は
、
村
は
難
儀
す

る
ば
か
り
で
す
。
ど
う
か
新
田
開
発
は
取
り
止
め
に
し
て
頂
き
た
い
。

し
か
し
、
お
上
の
命
令
で
あ
る
か
ら
取
り
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

な
ら
ば
、
そ
の
仕
事
は
他
村
の
者
に
は
や
ら
せ
ず
、
当
村
の
者
に
や
ら

せ
て
ほ
し
い
。
も
し
、
他
村
の
者
に
や
ら
せ
る
と
後
日
に
村
の
ご
た
ご

た
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
」
と
願
い
出
て
い
ま
す
。

（
参
考
）
下
図
は
、
ど
の
輪
中
に
も
設
置
さ
れ
て
い
た
圦
の
構
造
を
、

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
　
に
行
わ
れ
た
押
越
村
悪
水
吐
圦
伏
替
普
請
仕

様
書
（
渋
谷
保
之
蔵
）
　
に
よ
っ
て
製
図
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

押越村悪水吐圦伏替普請仕様書（天明７年）により作成
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輪中の形成年次区分

安藤萬専男著「輪中　その形成と推移」による

年代
区分

揖 斐 川 以 西 長良川～揖斐川間 長良川以東

１６００

○下笠輪中 （１６１５－３６） ○古高須輪中 ○長島輪中（Ｉ）（１６２３）
○根古地輪中 （１６４１頃） （１６００－０６） ○加路戸輪中（Ｉ）
○西輪中 （１６４４頃） ○金廻輪中 （１６２５）

◎七郷輪中 （１６４８前） （１６０１－１８） ◎立田輪中 （１６２８）
◎太田輪中 （１６４８） ○旧福東輪中（１６２５） ◎福東輪中 （１６３５）

○有尾輪中 （１６５０） ○本阿弥輪 ○ 日置江輪中（１６３８）
◎大垣輪中 （１６５３） 中（Ｉ）（１６４８） ○見人輪中 （１６３８）

○小坪新田輪中 （１６５３） ◎牧輪中 （１６５０） 〇葭 ヶ須輪中（１６３９）

１

１６９９

○飯之木輪中 （１６５６頃） ○本阿弥輪中 ○森津輪中（Ｉ）
０釜段輪中 （１６５８） （ＩＩ）（１６５７） （１６４７）
０大牧輪中 （１６６１） ◎森部輪中 （１６６５前） ◎神明津輪中（１６４８前）

◎ 多芸輪中 （１６７０）

０綾野輪中（Ｉ）（１６７７前）

◎島田輪中（１６９３前）⑦鳥江輪中（．１６９３前）

◎江月輪中（１６９３前）◎祖父江輪中（１６９３前）

０飯積輪中（Ｉ）（１６９３前）

◎綾野輪中（ＩＩ）（１６９３前）

◎福束輪中 （１６６７）

◎結（墨俣）輪中（１６６８）

◎桑原輪中 （１６５６）

○加稲輪中 （１６６９）

◎正木輪中 （１６７０前）

０稲元輪中 （１６８７）

０源緑輪中（Ｉ）（１６９１）

◎足近輪中 （１６９４前）

◎加納輪中 （１６９６）

１７００

◎飯積輪中 （Ｉｌ）（１７０９） ０穂積輪中（１７０５前） ０森津輪中（ＩＩ）（１７５２）
◎蛇持輪中 （１７０９） ○馬場輪中（１７０５前） ０横満蔵輪中 （１７５７）

◎室聴輪中 （１７０９）

◎大境輪中 （１７８７～９７）

◎古橋輪中 （１７０５前） ○加路戸輪中（ＩＩ）

１

１７９９

◎高須輪中 （１７３２）

○牛牧輪中 （１７５７）

◎河渡輪中 （１７６４）

○中村輪中（Ｉ）

（１７７３前）

（１７５８）

１８００

◎十六輪中 （１８６９．）

◎則武輪中 （１８０２前）

◎島輪中 （１８３１）

◎大明神輪中（１８３９前．）

◎中頃輪中 （１８４０前）

◎五六輪中 （１８４０）

０源緑輪中（ＩＩ）

（１８０７）

◎田代 （松枝）

輪中 （１８３２）

◎大浦輪中

Ｉ ◎中村輪中（ＩＩ）（１８４１） （幕末～明治初）

１９０５
◎板谷川堤組合

（１８７１）

◎両国輪中

（１８７８～８４）

◎静里輪中 （１８７５） ◎北今 ヶ渕輪中（１８７２）

◎交人輪中 （１８８０）

◎木曽岬輪中 （１８９０）

◎長島輪中（ＩＩ）

（１９０５頃）

注）０＝内廓輪中、◎＝外廓輪中……近世未現在の区分。
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輪中分布図　安藤萬寿男著「輪中　その形成と推移」による

往１）明治の３用分流工事直前の輪中分布を示すく「輪中」の２字は省略）。

２）＊印は複合輪中内の内廓輪中名を示すが，その範囲の図示は省略。
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二
　
津
屋
川
流
路
の
新
し
い
造
成

養
老
山
地
の
各
谷
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
山
麓
に
扇
状
地
を
形
成
し
っ

つ
流
出
し
て
い
ま
し
た
が
、
た
び
た
び
洪
水
を
繰
り
返
し
て
来
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
在
の
沢
田
・
桜
井
・
上
方
な
ど
上
の
方
か
ら
次
第
に
片

側
堤
が
築
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
一
応
の
河
道
が
定
ま
り
、
飯
ノ
木

の
方
へ
流
下
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
水
と
柏
尾
谷
・
滝
谷
・
小
倉
谷
な
ど
の
谷
水
や
湧
水

小倉から上流方向をみた津屋川堤

（
河
間
）
　
が
集

ま
っ
て
有
尾
・

大
場
新
田
の
北

の
地
内
を
流
れ

て
下
地
に
そ
そ

ぐ
時
が
続
き
ま

し
た
。時

代
が
進
む

に
つ
れ
て
、
山

麓
沿
い
に
片
側

堤
を
築
い
て

谷
々
の
水
を
南

方
へ
流
す
よ
う

に
な
っ
た
の
で
、

現
在
の
津
屋
川

の
河
道
が
ほ
ぼ
出
来
あ
が
り
ま
し
た
。
中
世
末
に
は
津
屋
川
は
、
り
っ

ぱ
な
舟
行
路
と
な
っ
て
、
上
流
に
あ
っ
た
勢
至
村
の
鉄
座
の
大
発
展
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。

明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
　
に
驚
巣
・
大
跡
・
飯
之
木
・
小
倉
の
四
村

は
そ
の
本
田
・
新
田
囲
い
の
た
め
の
新
堤
新
河
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い

て
「
永
代
定
」
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
地
に
領
地
が
あ

っ
た
大
垣
藩
（
戸
田
）
と
高
須
藩
（
小
笠
原
）
が
話
し
合
っ
て
、
大
垣

藩
が
飯
之
木
境
よ
り
鴛
之
巣
村
ま
で
、
高
須
藩
が
驚
之
巣
村
境
よ
り
有

尾
村
ま
で
と
、
小
倉
村
東
よ
り
津
屋
、
舟
見
村
ま
で
の
新
堤
と
新
堀
川

が
つ
く
ら
れ
、
両
藩
の
協
力
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
現
在
の
河
道
と
な
り
ま

し
た
。
堤
防
は
、
ほ
と
ん
ど
左
岸
堤
の
み
で
、
飯
之
木
よ
り
十
三
・
五

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

流
下
し
て
、
南
濃
町
で
揖
斐
川
に
合
流
し
、
多
芸
輪
中
を
水
害
か
ら

守
っ
て
い
ま
す
。

三
　
多
芸
輪
中
の
成
立
と
範
囲

多
芸
輪
中
は
濃
尾
平
野
の
多
数
の
輪
中
の
う
ち
で
大
き
な
輪
中
の
一

つ
で
あ
り
ま
す
。
金
華
川
、
牧
田
川
、
伊
尾
川
、
津
屋
川
に
囲
ま
れ
て

い
る
地
域
で
、
幕
府
領
、
大
垣
藩
領
、
尾
張
藩
領
、
高
須
藩
領
な
ど
が

入
り
組
ん
で
い
て
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
　
で
は
、
二
十
九
ケ
村
、

一
万
五
千
石
余
の
大
き
な
輪
中
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
輪
中
の
大
部
分
は
、
連
続
し
た
懸
廻
　
堤
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て

い
ま
す
が
、
北
西
限
に
は
堤
防
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
部
分
は
通
称
「
ア

ホ
除
」
で
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ア
ホ
除
は
、
金
華
川
の
堤
防
か
ら
西

５２



多
芸
輪
中
古
地
図
（
渋
谷
保
之
蔵
）
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南
に
約
六
〇
〇
㍍
の
除
堤
で
現
在
の
右
岸
だ
け
で
し
た
。
こ
の
除
は
、

明
暦
二
年
に
尾
張
藩
、
高
額
藩
の
立
合
工
事
に
よ
り
で
き
た
も
の
で
す
。

こ
の
除
で
養
老
山
地
の
勢
至
谷
か
ら
流
出
す
る
谷
水
を
う
け
て
、
金
草

川
へ
流
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
除
は
勢
至
谷
請
堤
防
と
も

呼
ば
れ
、
ロ
ヶ
島
・
西
若
造
・
岩
道
村
や
、
下
笠
村
の
中
島
な
ど
を
水

害
か
ら
守
る
目
的
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
除
の
高
さ
は
、
押
越
村
の
宅
地

の
高
さ
に
決
め
ら
れ
て
い
て
、
現
在
も
厳
重
に
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ホ
除
の
西
南
端
か
ら
、
飯
之
木
輪
中
ま
で
の
六
〇
〇
㍍
の
間
は
、

除
や
土
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
間
は
、
勢
至
谷
よ
り
南
の
谷
水
は
津

屋
川
に
流
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
の
当
時
、
伊
尾
川
沿
い
の
下
笠
輪
中
、
根
古
池
輪
中
（
昭
和
二
五

年
現
状
と
な
る
）
は
、
す
で
に
あ
っ
た
伊
尾
川
沿
い
の
築
捨
堤
を
利
用

し
っ
つ
、
下
笠
輪
中
が
形
成
さ
れ
、
根
古
地
輪
中
は
、
北
部
の
堤
防
や

下
笠
輪
中
の
堤
防
を
借
用
し
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
下
流
の
大
牧
輪
中
、

高
柳
輪
中
の
形
成
は
、
多
芸
輪
中
の
中
で
は
最
も
お
そ
い
も
の
で
し
た
。

こ
の
地
域
が
低
い
こ
と
や
、
福
束
輪
中
の
村
々
が
、
大
樽
川
の
水
行
が

悪
く
な
る
と
い
っ
て
反
対
し
た
こ
と
や
、
伊
尾
川
の
堤
防
の
構
築
が
大

規
模
な
工
事
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
高
柳
輪
中
の
形
成
に
よ
り
、
津
屋
川
沿
い
と
伊
尾
川
沿
い
の
堤

防
が
初
め
て
結
ば
れ
て
連
続
堤
と
な
り
多
芸
輪
中
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、

寛
文
一
〇
年
二
六
七
〇
）
頃
で
あ
り
ま
し
た
。

昭
和
五
年
に
組
織
さ
れ
た
多
芸
輪
中
水
害
予
防
組
合
の
区
域
に
は
、

多
芸
輪
中
と
は
別
に
形
成
さ
れ
て
い
た
島
田
輪
中
、
烏
注
輪
中
や
「
ア

ホ
除
」
よ
り
高
位
部
の
牧
田
川
右
岸
の
平
坦
部
で
あ
る
沢
田
（
一
部
）
、

上
方
（
一
部
）
、
五
日
市
、
龍
泉
寺
（
一
部
）
、
石
畑
（
一
部
）
、
牧
田
村

大
字
乙
坂
（
一
部
）
、
橋
爪
（
一
部
）
、
多
岐
（
一
部
）
を
含
め
て
多
芸

輪
中
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

明
暦
二
年
に
作
ら
れ
た
ア
ホ
除

昭
和
四
十
年
代
に
左
岸
堤
が

築
か
れ
た
が
、
明
暦
二
年
造
築

当
時
は
右
岸
堤
（
写
真
向
っ
て
左

堤
）
だ
け
で
あ
っ
た
。

徳
永
除
（
内
廓
輪
中
堤
）
瑞
穂

７２



第
五
章
　
災
害
と
治
水

一
　
洪
水
の
多
か
っ
た
美
濃

川
の
水
の
流
れ
を
良
く
し
て
、
洪
水
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
し
、
ま

た
、
舟
の
往
来
を
便
利
に
し
、
田
へ
の
用
水
の
引
き
入
れ
が
容
易
に
な

る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
、
治
水
と
い
い
ま
す
。

濃
尾
平
野
は
土
地
が
低
く
、
そ
の
上
、
木
曽
、
長
良
、
伊
尾
（
現
在

の
揖
斐
川
に
相
当
す
る
）
　
の
三
大
川
が
相
互
に
つ
な
が
り
合
い
な
が
ら
、

網
の
目
の
よ
う
に
流
れ
て
い
ま
し
た
。
人
々
は
、
そ
の
網
の
目
の
高
い

所
（
微
高
地
と
い
い
ま
す
）
だ
け
を
選
ん
で
住
ん
で
い
て
堤
防
な
ど
の

な
い
時
代
が
続
き
ま
し
た
。
そ
の
時
代
は
、
大
雨
が
降
っ
て
洪
水
に
な

っ
て
も
、
至
る
所
に
遊
水
地
　
（
洪
水
の
時
に
水
が
、
し
ば
ら
く
そ
こ
に

貯
え
ら
れ
て
、
一
度
に
大
水
が
出
る
の
を
防
ぐ
地
域
）
　
が
あ
っ
た
の
で
、

微
高
地
に
住
ん
で
い
れ
ば
、
よ
ほ
ど
の
大
洪
水
で
な
い
か
ぎ
り
安
全
で

し
た
。し

か
し
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
新
田
開
発
が
進
み
、
輪
中
が
つ
く

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
遊
水
地
が
少
な
く
な
り
、
当
時
の
低
い
堤
防

で
は
、
洪
水
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
し
ば
し
ば
、
水
害
を
受

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

特
に
、
徳
川
家
康
が
慶
長
一
六
年
二
六
一
一
）
　
に
美
濃
と
尾
張
の

国
境
に
あ
る
木
曽
川
左
岸
（
尾
張
側
）
に
丈
夫
な
御
囲
堤
と
い
わ
れ
る

堅
固
な
堤
防
を
築
い
て
か
ら
は
、
美
濃
側
で
も
堤
防
が
増
強
さ
れ
は
し

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
美
濃
側
に
水
害
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
．

こ
の
御
囲
堤
は
、
尾
張
側
は
美
濃
側
よ
り
三
尺
（
〇
、
九
㍍
）
高
く

築
い
て
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
郷
土
も
巻
末
の
「
主
な
水
害
と
治
水
工
事
」
を
見
る
と
わ

か
る
よ
う
に
、
牧
田
川
、
津
屋
川
、
伊
尾
川
の
堤
防
が
、
時
々
切
れ
て

苦
し
み
ま
し
た
。
従
っ
て
領
主
の
幕
府
、
大
垣
藩
、
尾
張
藩
も
治
水
工

事
に
力
を
入
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
領
地
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
て
、

工
事
方
法
に
よ
っ
て
は
、
利
害
が
相
反
し
、
困
難
な
こ
と
で
し
た
。

今
も
、
堤
防
の
上
に
水
神
様
が
、
お
ま
つ
り
し
て
あ
る
所
が
あ
り
ま

す
。
人
間
の
力
で
は
、
何
と
も
な
ら
な
い
の
で
、
一
心
に
神
様
に
お
す

が
り
し
た
先
祖
の
願
い
が
し
の
ば
れ
ま
す
。

二
　
江
戸
時
代
の
主
な
洪
水

１
、
牧
田
川
の
河
道
変
化

永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
牧
田
川
の
大
洪
水
が
あ
っ
て
、
高
畑
字
將

棋
頭
よ
り
二
派
に
分
か
れ
、
下
流
の
直
江
字
中
瀬
で
再
び
二
本
の
川
と

な
り
ま
し
た
。

２
、
枝
広
の
洪
水

慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
木
曽
、
長
良
、
伊
尾
の
三
大
川
が
出
水
し

美
濃
の
低
地
は
、
残
す
と
こ
ろ
な
く
水
没
し
、
岐
阜
、
養
老
間
は
船
で

交
通
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
垣
で
は
、
大
垣
城
が
浸
水
し
、
養
老
町
で
は
、
橋
爪
に
新
宮
野
が

出
来
、
色
目
の
東
光
寺
が
流
出
し
、
橋
爪
の
篠
塚
神
社
の
古
器
物
、
古
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文
書
が
流
さ
れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
鳥
江
で
は
、
村
全
部

が
水
中
に
沈
み
、
そ
の
村
の
問
屋
吹
原
家
の
大
船
に
避
難
し
、
食
物
を

運
び
こ
ん
で
生
活
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
、
津
屋
川
の
河
道
変
化

明
暦
二
年
二
六
五
六
）
津
屋
川
の
洪
水
が
あ
っ
て
、
河
道
の
変
化

が
あ
り
ま
し
た
。
流
域
の
驚
巣
、
大
跡
、
飯
ノ
木
、
小
倉
の
四
ケ
村
は

夫
々
の
領
主
の
命
令
に
よ
り
、
大
改
修
を
し
ま
し
た
。

４
、
牧
田
川
、
金
草
川
、
津
屋
川
の
破
堤

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
七
月
二
二
日
、
牧
田
川
の
出
水
で
多
芸
村

の
堤
防
が
切
れ
、
大
坪
、
蛇
持
で
も
破
堤
し
、
金
草
川
の
ロ
ヶ
島
で
も

破
堤
し
、
津
屋
川
筋
の
志
津
新
田
、
駒
野
新
田
、
小
坪
、
釜
段
で
も
破

堤
し
、
全
町
的
に
広
大
な
大
洪
水
で
し
た
。

な
お
、
八
月
七
日
に
、
島
田
村
で
破
堤
、
烏
江
村
紙
木
で
も
破
堤
し

ま
し
た
。
更
に
、
八
月
二
二
日
に
は
、
色
目
川
筋
の
大
坪
村
で
は
、
六

ヶ
所
切
れ
ま
し
た
。

更
に
八
月
二
八
日
に
は
、
又
、
色
目
川
沿
い
の
大
坪
で
六
ヶ
所
切
れ

ま
し
た
。
前
月
切
れ
た
飯
田
、
橋
爪
も
再
び
切
れ
、
江
月
で
は
、
所
々

で
破
堤
し
、
ま
た
鳥
江
よ
り
水
押
し
が
あ
っ
て
、
下
笠
輪
中
へ
も
入
水

し
ま
し
た
。

５
、
前
代
未
聞
の
大
水

寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
三
月
三
〇
日
よ
り
、
天
空
異
状
と
な
り
、

翌
月
六
日
夕
方
よ
り
、
強
風
雨
続
き
、
七
日
夜
よ
り
暴
風
雨
と
な
り
、

八
日
に
な
っ
て
、
木
曽
三
川
は
洪
水
と
な
り
、
慶
安
三
年
の
枝
広
の
大

水
よ
り
、
六
尺
（
約
三
㍍
）
高
く
、
そ
の
流
域
は
堤
防
決
壊
、
家
屋
流

失
、
人
畜
の
溺
死
が
多
く
、
津
屋
川
筋
の
津
屋
新
田
堤
も
切
れ
ま
し
た
。

更
に
八
月
一
四
日
夕
方
か
ら
暴
風
雨
に
よ
り
惨
害
を
多
く
し
ま
し
た
。

三
年
一
穫

江
戸
時
代
は
、
開
発
が
進
む
に
つ
れ
て
、
遊
水
地
が
少
な
く
な
り
、

川
底
も
高
く
な
り
、
六
月
、
七
月
、
八
月
の
雨
期
は
堤
防
が
よ
く
切
れ

て
、
米
の
収
穫
は
三
年
に
一
度
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

６
、
明
治
の
洪
水

明
治
維
新
の
新
時
代
に
な
っ
て
も
、
明
治
の
三
川
分
流
工
事
の
完
成

ま
で
は
、
木
曽
川
、
長
良
川
、
揖
斐
川
の
本
流
と
支
川
流
域
で
隔
年
の

如
く
、
あ
ち
こ
ち
で
破
堤
、
入
水
が
あ
り
、
死
者
を
出
し
、
家
屋
は
流

失
し
、
耕
地
を
荒
ら
し
、
農
作
物
の
収
穫
は
な
く
、
困
窮
を
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
明
治
政
府
の
行
っ
た
分
流
工
事
の
竣
工
に
よ
り
、
水
害
は

非
常
に
少
な
く
な
り
、
被
害
面
積
も
地
域
的
で
少
面
積
に
な
り
ま
し
た
。

三
　
江
戸
時
代
の
主
要
な
治
水
工
事

１
、
川
普
請
の
種
類

江
戸
時
代
の
川
普
請
に
は
次
の
よ
う
な
種
類
が
あ
り
ま
し
た
。

①
　
公
儀
普
請

幕
府
が
計
画
し
、
自
ら
費
用
を
出
し
て
行
う
普
請

②
　
御
手
伝
普
請

幕
府
が
計
画
し
、
監
督
し
て
行
う
が
、
実
際
に
は
大
名
に
命
令
し
て

行
わ
せ
、
費
用
は
大
名
に
八
十
㌫
以
上
を
出
さ
せ
、
幕
府
は
二
〇
㌫
ほ
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御囲堤略図

建設省「木曽三川の治水を語る」より）

ど
し
か
出
さ
な
い
普
請

く

に

や

く

③
　
国
役
普
請

国
内
の
村
々
に
人
夫
と

費
用
を
課
し
た
普
請

④
　
領
主
普
請

各
領
主
が
費
用
を
持
っ

て
、
自
ら
行
う
普
請

⑤
　
百
姓
自
普
請

村
々
が
、
自
分
達
の
費

用
で
、
自
ら
行
う
普
請

２
、
養
老
町
関
係
の
川
普
請

養
老
町
関
係
で
は
、
牧
田
用
、
津
星
川
の
堤
防
が
特
に
よ
く
破
れ
て

被
害
を
受
け
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
毎
年
公
儀
普
請
を
行
っ
て
い
ま
す
。

大
垣
藩
、
尾
張
藩
で
も
領
主
普
請
を
行
っ
て
い
ま
す
。

喰違堤付近略図

①
　
元
禄
六
年
の
川
除
争
論
　
（
口
絵
参
照
）

元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
　
に
、
牧
田
川
右
岸
の
美
濃
国
多
芸
郡
五
日

市
村
・
押
越
村
・
飯
木
村
・
大
跡
村
・
同
新
田
村
・
東
岩
道
村
・
上
ノ

郷
村
・
根
古
地
村
・
同
新
田
村
、
大
場
村
・
同
新
田
村
・
嶋
田
村
・
口

ヶ
島
村
・
西
岩
道
村
・
船
附
村
・
下
笠
村
・
大
野
村
・
栗
笠
村
・
大
牧

村
と
同
郡
橋
爪
村
・
高
畑
村
・
大
境
村
と
が
川
除
の
こ
と
で
幕
府
の
評

定
所
で
裁
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
次
の
よ
う
に
判
決
が
あ
り
ま
し

た
。

①
　
五
日
市
・
押
越
両
村
は

岡
ケ
鼻
の
猿
尾
は
八
年
前
に
十
六
、
七
間
の
籠
刎
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
を
年
々
先
継
ぎ
し
て
今
で
は
二
百
十
七
間
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
の
た
め
五
日
市
村
の
方
へ
川
水
が
流
れ
寄
っ
て
来
て
い
ま

す
か
ら
、
猿
尾
を
取
り
払
っ
て
し
ま
っ
て
前
か
ら
の
き
ま
り
ど
お
り

金
屋
村
へ
水
を
通
す
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
と
訴
え
て
い
る
。

こ
の
訴
え
に
対
し
て
橋
爪
村
・
高
畑
村
・
大
境
村
は

岡
ヶ
鼻
の
堤
を
取
払
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
三
ヶ
村
な
ら
び
に
水
下

の
三
十
三
ヶ
村
は
水
害
の
た
め
亡
び
て
し
ま
い
ま
す
と
答
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
よ
く
よ
く
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
岡
ヶ
鼻
の
猿
尾
を
先

継
し
た
と
い
う
証
拠
は
一
切
な
く
、
昔
か
ら
の
ま
ゝ
の
猿
尾
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
ま
ゝ
に
し
て
お
き
な
さ
い
。

②
　
五
日
市
・
押
越
両
村
は
、

五
、
六
年
以
前
に
高
畑
・
大
境
両
村
が
新
し
い
猿
尾
を
二
ヶ
所
築
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い
た
た
め
に
五
日
市
・
押
越
両
村
と
水
下
十
七
か
村
が
水
損
を
受
け

ま
し
た
か
ら
、
こ
の
新
し
く
築
い
た
猿
尾
を
取
り
払
っ
て
し
ま
っ
て

下
さ
い
と
訴
え
ま
し
た
。

こ
の
訴
え
に
対
し
て
、
高
畑
・
大
垣
の
両
村
は
、
こ
の
猿
尾
は
十

八
年
前
に
、
大
垣
役
人
へ
隣
村
直
江
村
が
五
十
間
の
猿
尾
を
昔
の
き

ま
り
の
よ
う
に
修
覆
し
た
い
と
申
し
出
た
願
書
が
あ
り
、
古
く
か
ら

の
猿
尾
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
と
答
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
五
日
市
・
押
越
両
村
の
申
分
に
年
数
の
ち
が
い
が
あ

り
、
又
、
実
際
に
し
ら
べ
た
と
こ
ろ
、
昔
か
ら
の
猿
尾
の
よ
う
で
あ

る
か
ら
五
日
市
・
押
趨
両
村
の
百
姓
の
申
分
は
よ
ろ
し
く
な
い
。

沢
田
村
の
下
か
ら
高
畑
村
の
上
ま
で
、
四
百
八
十
間
石
堤
が
あ
り
、

近
年
大
破
と
五
日
市
・
押
越
両
村
が
申
し
た
が
、
実
地
に
し
ら
べ
た

と
こ
ろ
、
石
堤
の
跡
は
一
切
見
え
ず
、
両
村
の
申
す
所
は
、
理
由
の

な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
今
後
は
か
か
わ
り
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。

③
　
押
越
・
嶋
田
両
村
喰
違
堤
入
間
の
所
を
栗
石
で
水
が
通
ら
な
い
よ

う
に
築
留
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
よ
く
よ
く
調
べ
た
と
こ
ろ
、

満
水
の
時
に
籠
石
が
抜
け
ま
し
た
の
で
、
詰
石
と
し
て
寄
せ
て
置
き

ま
し
た
と
押
越
・
嶋
田
両
村
の
百
姓
が
申
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

こ
れ
か
ら
は
敷
籠
・
栗
石
を
取
払
っ
て
し
ま
っ
て
八
間
の
所
を
明
け

て
お
き
な
さ
い
。

⑥
　
祖
父
江
村
・
荒
川
村
・
久
徳
村
・
桧
村
・
直
江
村
・
金
屋
村
・
江

月
村
・
十
六
村
・
大
坪
村
が
申
す
に
は
、
高
淵
村
地
内
に
四
百
三
十

間
の
川
を
新
た
に
掘
り
、
今
の
川
筋
に
生
え
て
い
る
柳
・
薮
そ
の
外

水
吐
に
障
り
に
な
る
草
木
取
拂
い
を
願
い
出
て
い
る
が
、
新
川
を
掘

る
こ
と
は
近
く
の
村
々
の
治
水
上
憩
い
か
ら
そ
の
願
を
取
り
上
げ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
川
筋
の
柳
薮
な
ど
を
取
払
う
こ
と
は
大
切
な
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
水
吐
の
じ
ゃ
ま
に
な
る
も
の
は
取
捨
て
な
さ
い
。

右
の
争
い
の
場
所
を
は
っ
き
り
す
る
た
め
、
検
使
と
し
て
山
川
金
右
衛

門
手
代
多
田
五
平
治
、
美
渡
部
五
右
衛
門
手
代
師
崎
武
右
衛
門
を
出
張

さ
せ
て
よ
く
よ
く
調
べ
さ
せ
、
後
々
の
証
拠
と
し
て
絵
図
に
裏
書
を
し

て
印
を
押
し
て
両
方
へ
与
え
て
置
く
か
ら
失
わ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。

元
禄
六
年
発
酉
六
月
廿
五
日

○
稲
生
伊
賀
守
正
照

勘
定
奉
行

○
能
勢
出
雲
守
頼
相

江
戸
町
奉
行

稲
　
伊
賀
　
御
印

松
　
美
渡
　
御
印

能
　
出
雲
　
御
印

北
　
安
房
　
御
印

本
　
紀
伊
　
御
印

戸
　
能
登
　
御
印

松
　
壱
岐
　
御
印

○
松
平
美
渡
守
重
良

勘
定
奉
行

○
北
条
安
房
守
氏
平

江
戸
町
奉
行
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〇
本
多
紀
伊
守
正
永

寺
社
奉
行

○
松
浦
壱
岐
守
棟

寺
社
奉
行

○
戸
田
能
登
守
忠
真

寺
社
奉
行

高
淵
村
地
内
に
新
川
掘
り
の
願
に
つ
い
て

牧
田
川
と
杭
瀬
川
と
は
高
淵
村
で
合
流
し
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど

直
角
に
合
流
し
て
い
る
上
に
鳥
江
村
と
の
間
が
大
へ
ん
狭
い
た
め
、
大

水
の
時
は
排
水
が
非
常
に
悪
か
っ
た
。
そ
の
た
め
上
流
で
あ
る
杭
瀬

川
・
相
川
・
大
谷
川
・
小
畑
川
・
色
目
川
・
泥
川
沿
い
の
祖
父
江
・
荒
川
・
久

徳
・
桧
・
直
江
・

金
屋
・
江
月
・

十
六
・
大
坪
村

な
ど
は
、
い
つ

も
水
損
を
こ
う

む
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
こ

れ
ら
の
村
は
高

淵
村
地
内
に
四

百
三
十
間
の
川

を
新
し
く
掘
っ

て
排
水
を
良
く

し
て
ほ
し
い
と

願
い
出
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
村
々
は

大
へ
ん
良
く
な
り
ま
す
が
、
下
流
の
村
々
に
と
っ
て
は
一
度
に
た
く
さ

ん
の
水
が
あ
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
堤
防
が
持
ち
こ
ら
え
な
く
な
る

と
い
っ
て
大
反
対
し
て
い
た
所
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
烏
江
村
と
高
淵

村
と
の
間
は
狭
く
し
て
お
い
て
、
上
流
の
村
々
は
進
水
地
の
役
を
さ
せ

下
流
の
村
々
を
ま
も
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

「高渕村地内に新川掘りの願について」の関係地図

（明治２４年陸地測量部地図）

①
　
宝
永
の
大
取
払
い

元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
か
ら
三
年
間
連
続
で
大
洪
水
が
あ
っ
た

の
で
、
幕
府
は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
　
に
、
川
々
の
水
行
を
さ
ま
た
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げ
て
い
る
も
の
は
、
全
部
、
取
り
払
っ
て
し
ま
え
と
、
厳
命
を
出
し
ま

し
た
。
川
の
内
の
木
・
葭
・
柳
な
ど
を
切
り
払
っ
て
し
ま
う
の
は
も
ち

ろ
ん
、
接
尾
（
水
の
流
れ
る
勢
い
を
弱
め
る
た
め
に
、
岸
か
ら
川
の
中

程
へ
つ
き
出
て
い
る
石
や
杭
を
使
っ
た
小
さ
い
土
手
）
や
、
民
家
ま
で

も
取
り
払
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

養
老
町
関
係
で
は
、
幕
府
領
の
根
古
地
、
祖
父
江
、
大
垣
領
で
は
、

鷲
巣
か
ら
駒
野
（
現
在
の
南
濃
町
）
ま
で
、
尾
張
領
で
は
舟
付
・
大
野
・

大
枚
・
蛇
持
・
江
月
・
鳥
江
・
栗
笠
な
ど
の
村
々
が
竹
・
柳
・
葭
は
も

ち
ろ
ん
、
猿
尾
も
取
払
わ
れ
、
大
枚
で
は
、
民
家
一
五
軒
が
取
払
わ
れ

て
、
他
所
へ
移
住
し
て
い
ま
す
。

３
　
宝
永
六
年
の
百
姓
自
普
請
　
（
寛
保
三
年
竺
七
四
一
》
　
の
裁

許
図
《
口
絵
》
を
参
考
に
し
て
下
さ
い
。
）

宝
永
六
年
二
七
〇
九
）
に
笠
松
代
官
辻
六
郎
左
衛
門
は
大
塚
村
・

押
越
村
・
嶋
田
村
・
直
江
村
（
今
の
南
直
江
）
・
金
屋
村
・
飯
横
村
・
祖

父
江
村
・
飯
田
村
・
蛇
持
村
・
字
田
村
・
大
坪
村
か
ら
の
願
い
出
に
対

し
て
、
村
々
が
自
分
で
費
用
を
出
し
て
普
請
を
す
る
こ
と
と
し
て
次
の

よ
う
な
計
画
を
立
て
、
幕
府
へ
許
し
を
願
い
出
て
い
ま
す
。

一
、
大
塚
村
か
ら
の
願
い

牧
田
川
の
川
床
が
年
々
高
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
塚
村
の

中
の
湧
水
が
全
く
落
ち
な
く
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
塚
村
と

直
江
村
と
の
間
は
土
地
が
低
い
の
で
大
水
の
時
は
両
村
の
間
へ
水
が

落
ち
込
ん
で
来
て
年
々
大
損
害
を
受
け
ま
す
。
両
村
の
間
に
堤
を
築

い
て
、
牧
田
川
の
水
が
落
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
辻
六
郎
左
衛
門
は
次
の
よ
う
に
決
め
ま
し
た
。

大
塚
村
の
い
う
通
り
で
あ
り
、
こ
の
ま
、
で
は
大
塚
村
も
直
江
村

も
亡
び
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
押
越
村
の
喰
違
堤

の
入
間
の
明
所
の
地
面
と
大
塚
村
の
内
直
江
村
堤
の
根
の
地
面
と

の
高
さ
を
く
ら
べ
て
み
る
こ
と
と
し
、
押
越
村
・
嶋
田
村
か
ら
大
工

一
人
、
大
塚
村
か
ら
大
工
一
人
を
差
出
し
、
三
か
村
か
ら
庄
屋
・
年

寄
が
立
合
っ
て
水
盛
り
を
し
た
と
こ
ろ
、
喰
違
堤
の
根
は
大
塚
村
堤

の
根
よ
り
一
丈
四
寸
（
約
三
・
二
㍍
）
も
高
い
の
で
、
大
塚
村
・
直

江
村
の
間
九
十
間
（
一
八
㍍
）
　
の
所
は
、
南
は
大
塚
村
古
堤
の
高
さ
、

北
は
直
江
村
堤
の
高
さ
に
取
合
う
よ
う
に
築
留
め
る
が
よ
ろ
し
い
。

一

こ
の
計
画
に
対
し
て
押
越
村
と
嶋
田
村
と
は
大
塚
村
の
川
向
う
に

あ
る
関
係
上
、
次
の
よ
う
な
願
を
出
し
ま
し
た
。

こ
の
計
画
で
は
、
押
越
村
と
嶋
田
村
と
の
間
に
あ
る
大
切
な
喰
違

堤
ば
か
り
で
な
く
両
村
の
堤
が
全
部
危
険
に
な
り
、
大
へ
ん
迷
惑
い

た
し
ま
す
。
若
し
、
ど
う
で
も
大
塚
村
と
直
江
村
と
の
間
を
築
留
め

る
な
ら
ば
、
押
越
・
嶋
田
両
村
が
水
損
を
受
け
な
い
よ
う
に

①
　
大
塚
村
前
に
あ
る
牧
田
川
通
り
の
籠
出
一
か
所
と
竹
薮
林
一
か

所
を
取
払
っ
て
し
ま
っ
て
押
趨
村
・
嶋
田
村
へ
水
先
が
強
く
は
ね

か
ゝ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い

②
　
直
江
村
牧
田
川
通
り
の
堤
で
出
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
十
五
間
程

を
引
き
き
が
ら
せ
て
下
さ
い
。

③
　
喰
達
堤
の
入
間
の
明
所
を
残
ら
ず
両
方
の
堤
な
み
に
築
留
め
て
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し
ま
っ
て
下
さ
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
頂
け
れ
ば
、
川
の
形
も
ま
が
り
が
少
な
く
な
り

大
塚
村
・
直
江
村
の
願
い
の
通
り
新
堤
が
で
き
ま
し
て
も
、
押
越
村
・

嶋
田
村
は
さ
ほ
ど
迷
惑
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
申
出
に
対
し
て
辻
六
郎
左
衛
門
は
次
の
よ
う
に
決
め
ま
し
た
。

①
　
こ
の
申
出
の
と
お
り
、
古
堤
よ
り
外
の
分
は
、
残
ら
ず
取
払
っ

て
よ
ろ
し
い
。

②
　
も
っ
と
も
な
申
出
で
あ
り
、
こ
の
所
は
川
幅
も
狭
く
、
川
形
も

悪
い
か
ら
堤
三
十
九
間
の
長
さ
を
内
の
方
へ
平
均
三
、
四
間
ほ
ど
繰

り
入
れ
る
が
よ
ろ
し
い

③
　
願
い
の
よ
う
に
喰
違
い
堤
を
築
留
め
れ
ば
両
村
の
た
め
に
は
、

良
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
所
は
先
年
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）

幕
府
評
定
所
の
御
裁
許
で
、
明
け
て
お
く
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
る

の
で
築
留
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
八
開
の
明
所
は
去
年
の
洪
水
で

押
堀
に
な
っ
た
か
ら
川
床
三
尺
築
上
げ
て
置
き
な
さ
い
。

二
　
直
江
村
か
ら
は
、
次
の
よ
う
に
願
い
出
ま
し
た
。

直
江
村
の
出
産
数
前
に
築
流
堤
が
あ
り
、
本
堤
と
の
間
六
十
五
間

程
が
昔
か
ら
明
い
て
い
て
、
少
し
の
水
で
も
田
畑
・
屋
敷
ま
で
も
水

が
込
み
困
っ
て
お
り
ま
す
。
押
越
・
嶋
田
両
村
が
願
っ
て
い
る
よ
う

に
川
普
請
を
な
き
っ
て
は
明
所
か
ら
一
層
水
が
込
み
入
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
六
十
五
間
の
明
所
は
、
築
洗
場
の
先
か
ら
本

堤
へ
築
留
め
て
し
ま
う
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
辻
六
郎
左
衛
門
は

直
江
村
の
願
い
出
の
と
お
り
ま
ち
が
い
な
く
、
こ
の
所
は
川
幅
も

大
分
広
い
か
ら
、
願
の
と
お
り
六
十
五
間
の
明
所
は
両
方
の
堤
と
取

合
う
よ
う
に
築
留
め
る
こ
と
に
す
る
と
決
め
ま
し
た
。

三
　
幕
府
領
金
屋
村
・
飯
横
村
・
祖
父
江
村
、
尾
張
領
飯
田
村
・
蛇
持

村
、
大
垣
領
字
田
村
六
ヶ
所
は
近
辺
に
な
い
低
い
窪
地
で
百
姓
が
大

へ
ん
困
っ
て
い
ま
す
が
、
幕
府
領
・
大
名
領
が
入
り
ま
じ
っ
て
い
る

た
め
水
除
叉
は
川
筋
の
瀬
達
な
ど
を
す
る
に
も
色
々
む
つ
か
し
い
こ

と
が
あ
る
の
で
そ
の
ま
、
に
な
っ
て
い
た
が
、
去
年
の
大
洪
水
で
は

家
ま
で
水
が
つ
き
大
損
害
を
受
け
ま
し
た
の
で
、
辻
六
郎
左
衛
門
は
、

取
り
あ
え
ず
百
姓
自
普
請
で
各
村
々
に
懸
廻
堤
を
築
く
こ
と
に
し

ま
し
た
。

○
金
屋
村
・
飯
輯
村
「
（
五
百
二
十
四
間
）

○
字
田
村
―
（
六
百
六
十
八
開
）
　
（
四
百
入
間
）
　
（
六
十
六
間
）

○
飯
田
村
―
（
八
百
七
十
間
）
　
こ
の
堤
は
根
数
が
八
開
か
ら
三
間
半

の
も
の
で
六
か
村
の
懸
廻
堤
の
中
で
一
番
大
き
い

○
祖
父
江
村
―
（
百
十
四
間
）
　
（
二
百
八
十
間
）
（
三
百
八
十
二
間
）

（
六
間
－
古
新
田
の
古
堤
の
切
所
）

○
蛇
持
村
―
（
四
百
九
十
七
間
）
　
（
三
百
四
十
間
）
大
坪
村
境
の
五
十

間
は
、
築
廻
さ
ず
明
け
て
お
い
て
洪
水
の
時
水
を
排

出
す
る

○
大
坪
村
―
場
長
六
百
六
拾
入
間

水
除
築
廻
し
延
長
　
　
根
敷
平
均
三
間
よ
り
三
尺
ま
で
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馬
蹄
平
均
一
間
よ
り
二
尺
ま
で

高
　
平
均
五
尺
よ
り
二
尺
ま
で

な
お
、
色
目
川
は
昔
か
ら
、
大
坪
村
の
田
所
の
中
を
流
れ
て
い
ま

し
た
が
、
大
へ
ん
入
り
組
ん
で
い
て
水
落
ち
が
悪
く
、
少
し
の
出
水

で
も
田
畑
へ
あ
ふ
れ
ま
し
た
の
で
、
隣
村
宇
田
村
・
蛇
持
村
境
へ
川

筋
を
変
え
、
長
さ
千
百
六
十
五
間
を
ま
っ
す
ぐ
の
流
れ
と
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

（
註
）
一
間
＝
一
．
八
㍍
、
一
間
＝
六
尺
、
一
尺
＝
十
寸
。

一
㍍
＝
約
三
尺
三
寸

宝暦治水以前の西南濃水系図

（長谷川千代子蔵）

（
参
考
）
木
曽
三
大
川
の
全
長
と
流
域

木
曽
川
の
水
源
は
長
野
県
西
筑
摩
郡
木
曽
村
の
鉢
伏
山
で
す
。

全
長
－
約
二
三
〇

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

、
流
域
面
積
－
約
五
四
七
〇
平
方

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

ヽ

長
良
川
の
水
源
は
濃
・
飛
国
境
の
大
呂
岳
で
す
。

全
長
―
約
一
二
八

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

ヽ

流
域
面
積
―
二
四
〇
〇
平
方

キ
ロ
メ

ー

ト

ル
ヽ

伊
尾
川
の
水
源
は
浪
・
越
国
境
の
白
山
で
す
。
（
明
治
以
後
は
揖
斐
川

と
書
く
）

全
長
―
約
一
一
二

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

、
流
域
面
積
－
約
一
五
五
〇
平
方

キ
ロ
メ

ー
ト
八

川
床
は
木
曽
・
長
良
の
両
川
よ
り
、
約
二
・
四
㍍
低
い
。

３
、
宝
暦
治
水
と
郷
土

木
曽
・
長
良
・
伊
尾
の
三
川
流
域
の
村
々
は
、
毎
年
水
害
に
苦
し
ん

で
い
た
の
で
、
幕
府
の
力
に
よ
っ
て
治
水
の
大
工
事
を
し
て
ほ
し
い
と

願
い
出
ま
し
た
。

わ
た
し
達
の
郷
土
で
も
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
　
に
総
代
と
し
て

横
屋
村
庄
屋
寺
倉
孫
九
郎
、
大
坪
村
庄
屋
日
比
太
兵
衛
、
舟
付
村
庄
屋

安
田
弥
兵
衛
、
下
笠
村
庄
屋
田
中
宗
十
郎
、
江
月
村
庄
屋
吹
原
忠
次
の

五
人
が
幕
府
へ
御
普
請
願
を
出
し
て
い
ま
す
。

延
亨
五
年
（
一
七
四
八
）
　
に
丹
羽
若
狭
守
が
御
手
伝
普
請
を
命
ぜ
ら

れ
て
木
曽
・
長
良
・
伊
尾
三
川
の
治
水
工
事
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後

も
洪
水
が
続
い
た
の
で
、
農
民
た
ち
は
、
水
行
奉
行
と
い
う
美
濃
地
方

の
治
水
の
役
を
し
て
い
た
多
良
村
（
現
、
上
石
津
町
）
　
の
旗
本
高
木
家

や
笠
松
郡
代
へ
願
い
出
る
だ
け
で
な
く
、
江
戸
幕
府
ま
で
願
い
出
ま
し

た
。幕

府
は
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
一
二
月
に
「
渡
・
勢
・
尾
州
川
々

治
水
工
事
御
手
伝
役
」
を
薩
摩
（
現
、
鹿
児
島
県
）
藩
主
島
津
氏
に
命

じ
ま
し
た
。
幕
府
が
濃
尾
平
野
の
治
水
工
事
を
遠
い
日
本
の
西
の
端
の

薩
摩
藩
に
命
じ
た
の
は
、
薩
摩
藩
に
お
金
を
使
わ
せ
て
、
そ
の
勢
力
を
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弱
め
る
た
め
で
し
た
。
薩
摩
藩
で
は
お
金
が
な
く
て
困
っ
て
い
た
時
で

す
か
ら
、
意
地
の
悪
い
幕
府
の
命
令
に
従
う
か
ど
う
か
を
議
論
し
た
結

果
、
止
む
を
得
ず
命
令
に
従
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
家
老
の
平
田
靱
負

を
総
奉
行
と
し
て
、
九
四
七
名
が
遠
い
薩
摩
か
ら
美
濃
へ
出
て
来
ま
し

た
。
こ
れ
に
土
地
の
人
夫
な
ど
を
加
え
る
と
二
〇
〇
〇
人
程
に
な
り
ま

し
た
。
幕
府
方
の
役
人
七
〇
名
、
御
手
伝
方
の
役
人
六
七
名
、
合
計
一

三
七
名
の
大
工
事
で
し
た
。

こ
の
工
事
は
治
水
工
事
に
く
わ
し
く
、
笠
松
代
官
に
も
な
っ
た
こ
と

の
あ
る
幕
府
の
役
人
、
井
沢
弥
惣
兵
衛
が
以
前
に
つ
く
っ
た
木
曽
・
長

良
・
伊
尾
三
川
分
流
計
画
に
そ
っ
て
実
施
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
最
初
の

工
費
予
算
は
九
万
九
千
三
百
両
で
し
た
。

総
奉
行
の
平
田
靱
負
は
、
宝
暦
四
年
二
七
五
四
）
閏
二
月
九
日
に

元
小
屋
（
工
事
の
指
図
を
し
た
本
部
）
と
定
め
ら
れ
た
大
牧
村
の
鬼
頭

兵
内
の
家
に
つ
き
ま
し
た
。

栗
笠
の
専
了
寺
に
残
っ
て
い
る
覚
帳
に
、

「
宝
暦
四
年
間
二
月
九
日
、
薩
摩
藩
の
伊
集
院
十
歳
、
平
田
靱
負

頭
七
千
石
、
八
千
石
、
其
の
他
の
諸
役
人
、
今
朝
か
ら
当
町
を
三

百
人
ば
か
り
、
人
馬
に
ぎ
に
ぎ
し
く
、
上
馬
三
匹
、
弓
、
鉄
砲
、

武
具
諸
道
具
大
分
お
通
り
。
元
国
屋
大
牧
村
兵
内
百
両
に
て
明
ヶ

渡
し
。
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

総
奉
行
平
田
靱
負
は
、
幕
府
に
対
す
る
い
き
ど
お
り
、
薩
摩
藩
の
借

金
の
心
配
、
工
事
の
困
難
さ
、
人
情
風
俗
の
ち
が
う
土
地
柄
へ
の
不
安
、

責
任
の
重
大
さ
に
対
す
る
固
い
決
意
を
胸
に
秘
め
て
、
や
が
て
手
を
下

す
べ
き
牧
田
、
伊
尾
両
川
を
左
手
に
眺
め
な
が
ら
大
枚
へ
向
か
っ
た
こ

と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

工
事
現
場
は
、
一
之
手
、
二
之
手
、
三
之
手
、
四
之
手
の
四
工
区
に

分
け
ら
れ
、
養
老
町
関
係
は
三
之
手
に
入
り
、
安
八
郡
大
薮
村
の
勘
右

衛
門
方
に
出
張
小
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

①
　
第
一
期
工
事

第
一
期
工
事
は
毎
年
行
っ
て
い
る
普
通
の
川
普
請
と
昨
年
破
損
し
た

と
こ
ろ
の
修
理
を
し
ま
し
た
。

養
老
町
関
係
で
は
、
牧
田
川
・
養
老
谷
川
・
柏
尾
谷
川
・
小
畑
川
・

津
屋
川
・
鴬
巣
川
・
伊
尾
川
な
ど
の
関
係
地
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

工
事
着
工
と
場
所
（
養
老
町
史
よ
り
）

宝
暦
四
年

二
月
二
七
日

閏
二
月
一
日

同
　
　
六
日

同
　
　
九
日

同

　

一

一

日

同
　
一
九
日

同
　
二
〇
日

三
月
一
〇
日

同

　

一

一

日

同

一

五

日

根
古
地
新
田
　
枠
之
池

同
　
三
日
月

同
　
九
郎
右
衛
東

同

酒
阿
弥

根
占
地
村

有
尾
新
田

大
場
新
田

高
柳
古
新
田

横
星
村

小
坪
新
田

高
柳
古
新
田

嶋
田
村

東
岩
道
村

大
跡
村

飯
ノ
木
村

明
徳
村

・
上
之
郷
村

大
跡
新
田

・
自
石
村

五
日
市
村

直
江
村

小
倉
村

祖
父
江
村
　
飯
積
村

押
越
村

沢
田
村

金
屋
村
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薩摩工事養老町内分布図

同
　
二
五
日
　
　
有
尾
村

五
月
二
日
に
は
第
一
期
工
事
は
完
成
し
ま
し
た
が
、
六
・
七
月
に
降

り
続
い
た
雨
の
た
め
に
、
く
ず
れ
て
し
ま
っ
た
所
が
少
な
く
な
か
っ
た

の
で
す
。
養
老
町
関
係
で
は
、
押
越
・
直
江
の
普
請
し
た
所
や
沢
田
の

谷
川
砂
留
が
く
ず
れ
ま
し
た
。

②
　
第
二
期
工
事

第
二
期
工
事
で
は
、
最
大
の
難
工
事
で
あ
る
油
島
締
切
工
事
や
大
榑

川
洗
堰
工
事
・
逆
川
洗
堰
工
事
の
外
に
、
川
々
の
洲
浚
な
ど
の
工
事
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

養
老
町
関
係
で
は
、
直
江
・
祖
父
江
・
烏
江
・
栗
笠
・
舟
付
の
鼠
ヶ

森
・
大
枚
・
小
坪
新
田
で

行
っ
た
牧
田
川
・
段
海
川

（
現
在
の
相
川
の
支
流
で

祖
父
江
の
北
を
流
れ
て
い

た
）
、
伊
尾
川
・
津
屋
川
の

洲
俊
の
外
、
金
屋
・
直
江
・

飯
積
悪
水
落
先
の
江
桁
・

飯
ノ
木
の
出
張
切
広
げ
、

鴛
巣
堤
の
上
置
・
腹
付
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

幕
府
の
命
令
で
、
工
事

が
度
々
変
更
さ
れ
た
り
、

大
雨
に
よ
っ
て
折
角
、
出

白石未地区の薩摩工事の石積

来
上
が
っ
た
工
事
が
こ
わ
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
仕
事
は
困
難
を
き

わ
め
ま
し
た
。

③
　
油
島
締
切
工
事
（
現
、
千
本
松
原
の
堤
）

こ
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
木
曽
川
（
含
、
長
良
川
）
と
伊
尾
川
の
合

流
点
を
締
切
っ
て
完
全
に
分
流
す
る
か
、
締
切
ら
な
く
て
一
部
分
あ
け

て
お
く
か
、
な
か
な
か
決
ま
ら
ず
、
宝
暦
五
年
一
月
に
な
っ
て
、
締
切

ら
な
い
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
完
全
締
切
り
に
す
る
と
木
曽
川
沿
い
の
村
が
出
水
時
に
危

険
が
増
し
、
更
に
、
木
曽
川
と
伊
尾
用
の
水
上
交
通
が
不
便
に
な
る
と

い
う
理
由
で
し
た
。
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中あけ千本松原締切工事の略図（長谷川千代子蔵）

油
島
新
田
か
ら
五
五
〇

間
（
約
一

キ
ロ
ノ

ー
ト
ル

）
桑
名
郡
松

ノ
木
村
か
ら
二
〇
〇
間

（
約
三
六
三
㍍
）
　
の
締
切

堤
を
突
き
出
し
、
中
間
三

四
〇
間
（
約
六
一
八
㍍
）

は
口
を
あ
け
て
お
き
、
木

曽
川
の
水
が
伊
尾
川
へ
流

れ
入
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

こ
の
締
切
堤
は
、
後
日
、

喰
違
堤
に
や
り
な
お
し
、

更
に
、
今
の
よ
う
に
完
全

分
流
し
た
の
は
、
明
治
二

〇
年
二
八
八
七
）
　
か
ら
、

明
治
三
六
年
に
か
け
て
、

明
治
政
府
に
よ
っ
て
完
成

さ
れ
ま
し
た
。

⑥
　
大
榑
川
洗
堰
工
事

洗
堰
と
い
う
の
は
、
用

の
両
岸
の
堤
防
と
堤
防
と

の
間
に
、
堤
防
よ
り
低
く

石
で
た
た
ん
だ
土
手
を
築

き
、
一
定
以
上
に
川
水
が
増
え
て
く
る
と
、
そ
の
石
の
土
手
を
越
え
て

川
水
が
流
れ
出
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
す
。

元
来
、
大
榑
川
は
、
長
良
川
と
伊
尾
川
と
を
結
ぶ
川
で
、
長
良
川
の

水
の
一
部
は
、
大
榑
川
へ
入
っ
て
伊
尾
川
へ
流
れ
こ
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
大
榑
川
を
締
め
切
る
と
、
長
良
川
の
堤
防
が
危
険
に
な
る
の

で
、
大
榑
川
の
入
日
に
洗
堰
を
築
き
、
長
良
川
の
水
位
が
低
い
時
は
、

そ
の
水
は
、
大
榑
川
・
伊
尾
川
へ
流
れ
こ
ま
な
い
が
、
長
良
川
が
増
水

千本松原（海津町油島）

す
る
と
こ
の
洗
堰
を
越
え
て
、

大
榑
川
・
伊
尾
用
へ
流
れ
こ

み
、
長
良
川
の
水
を
減
ら
し

て
堤
防
の
切
れ
る
の
を
防
ぐ

目
的
で
し
た
。

こ
の
洗
堰
の
大
き
さ
は
、

長
さ
九
八
間
（
約
一
七
八
㍍
）

幅
二
三
間
（
約
四
一
㍍
）
高

さ
四
尺
二
・
二
㍍
）
　
で
し

た
。
こ
の
工
事
も
締
め
切
る

か
、
洗
堰
に
す
る
か
が
決
ま

ら
ず
、
宝
暦
五
年
一
月
に
よ

う
や
く
決
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
堰
は
、
長
良
川
の
水

が
、
伊
尾
川
へ
落
ち
こ
む
水

量
を
少
な
く
す
る
と
同
時
に
、
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宝暦治水以前の養老町水系図

（長谷川千代子蔵）

大榑川の洗堰設計図

（長谷川千代子蔵）

激
流
を
弱
め
る
の
で
、

養
老
町
南
部
の
伊
尾
川
、

牧
田
川
、
津
星
川
へ
良

い
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

（
明
治
政
府
は
こ
の
洗

堰
を
完
全
に
締
切
っ
て
、

長
良
川
の
水
が
揖
斐
川

へ
流
入
す
る
の
を
防
ぎ

ま
し
た
。
）

し
か
し
、
そ
の
後
も

水
量
、
水
勢
の
強
い
伊

尾
・
長
良
の
大
川
の
影

響
を
受
け
て
、
支
派
川

へ
逆
流
し
、
養
老
町
関
係
地
域
に
大
き
な
水
害
を
与
え
ま
し
た
。
明
治
、

大
正
、
昭
和
と
永
年
の
治
水
努
力
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
て
き
ま
し
た
が

な
お
、
低
地
に
あ
る
地
域
で
は
、
努
力
、
改
善
が
望
ま
れ
ま
す
。

⑤
　
工
事
の
完
成

非
常
な
困
難
に
う
ち
か
っ
て
、
宝
暦
五
年
三
月
二
八
日
ま
で
に
、
工

事
は
完
成
し
、
幕
府
の
役
人
の
検
査
も
、
五
月
二
二
日
ま
で
に
終
わ
り

ま
し
た
。
こ
の
時
、
幕
府
の
役
人
は
「
日
本
の
国
は
申
す
ま
で
も
な
く
、

外
国
に
も
、
こ
れ
ほ
ど
立
派
な
工
事
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
ほ
め
た
た

え
ま
し
た
。

⑥
　
薩
摩
義
士
の
苦
難

遠
く
触
れ
た
土
地
で
、
慣
れ
な
い
土
木
工
事
を
、
厳
し
い
幕
府
役
人

の
監
督
の
も
と
に
行
う
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
幕
府
は
村
々
に
命
令
を
出
し
て
、
薩
摩
藩
士
の
食
事
は
一
汁
一
菜

と
定
め
て
、
粗
末
な
食
事
し
か
出
さ
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
上
、
伝
染
病
が
出
て
、
一
五
七
人
が
病
気
に
か
か
り
、
三
三
人

が
病
死
し
ま
し
た
。

幕
府
の
役
人
と
の
い
ざ
こ
ざ
や
工
事
の
責
任
を
と
っ
て
切
腹
し
た
薩

摩
藩
士
は
五
一
人
に
及
び
、
合
計
八
四
人
の
方
が
、
工
事
の
犠
牲
と
な

ら
れ
ま
し
た
。

工
事
材
料
の
中
で
、
特
に
難
儀
し
た
の
は
、
石
と
材
木
で
し
た
。
石

は
、
は
じ
め
の
予
定
よ
り
も
、
非
常
に
沢
山
必
要
と
し
、
御
手
伝
方
は

大
変
苦
労
し
ま
し
た
。
最
初
工
事
場
付
近
の
村
々
で
、
集
め
て
い
ま
し

た
が
、
後
に
は
、
多
度
山
脈
の
谷
川
か
ら
取
る
よ
う
に
な
り
、
中
に
は
、
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五
〇

キ
ロ
メ

―
ト
ル

以
上
も
遠
い
木
曽
川
上
流
の
太
田
付
近
か
ら
船
で
運
ん
だ
程
で
、

そ
の
費
用
も
高
く
つ
き
ま
し
た
。
養
老
町
関
係
で
は
、
大
境
・
高
畑
・

橋
爪
・
石
畑
・
竜
泉
寺
の
村
々
か
ら
石
を
買
い
ま
し
た
。

木
材
に
も
非
常
に
苦
労
し
ま
し
た
。
近
く
の
商
人
か
ら
買
う
だ
け
で

は
間
に
合
わ
な
い
の
で
、
遠
く
土
岐
郡
か
ら
も
買
い
ま
し
た
。
養
老
町

内
の
小
倉
村
・
自
石
村
か
ら
も
買
い
ま
し
た
。

は
じ
め
工
事
全
体
の
予
算
は
、
約
十
万
両
だ
と
幕
府
は
言
い
ま
し
た

が
、
工
事
が
終
わ
る
ま
で
に
は
、
実
に
四
十
万
両
（
現
在
の
金
額
に
な

お
す
と
、
約
百
億
円
）
　
に
も
な
り
ま
し
た
。
こ
の
内
、
幕
府
が
出
し
た

の
は
、
わ
ず
か
九
八
九
五
両
だ
け
で
し
た
。

総
奉
行
平
田
靱
負
の
自
刃

思
い
も
よ
ら
ぬ
四
十
万
両
と
い
う
大
金
を
使
い
、
八
〇
余
名
と
い
う

多
く
の
藩
士
を
死
な
せ
た
責
任
を
負
っ
て
、
平
田
靱
負
は
宝
暦
五
年
五

月
二
五
日
朝
、
元
小
屋
で
自
刃
し
ま
し
た
。
年
五
十
二
才
で
し
た
。

平
田
靱
負
の
遺
体
は
、
そ
の
日
、
船
で
下
っ
て
桑
名
に
上
陸
し
、
陸

路
京
都
伏
見
に
送
ら
れ
、
大
黒
寺
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
（
現
、
京
都
市
伏

見
区
鷹
司
町
四
）

⑦
　
薩
摩
義
士
の
墓
地

養
老
町
関
係
で
は
、
根
古
地
天
照
寺
に
三
名
、
根
古
地
浄
土
三
昧
に

二
四
名
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
養
老
町
は
一
番
多
く
の
方
々
が
亡
く
な

ら
れ
、
今
も
地
域
住
民
が
墓
守
り
を
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
義
士
の
墓
は
次
の
所
に
あ
り
ま
す
。

三
重
県
桑
名
市
寺
町
　
　
　
　
　
　
海
蔵
寺
　
二
四
名

平田靱負の墓（京都市大黒寺）

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
寿
院
　
　
三
名

同
　
　
　
　
　
東
方
　
　
　
　
　
　
長
禅
寺
　
一
名

同
　
　
桑
名
郡
多
度
町
香
取
　
　
　
常
音
寺
　
　
五
名

岐
阜
県
海
津
郡
南
濃
町
太
田
　
　
　
円
城
寺
一
三
名

同
　
　
　
　
　
平
田
町
今
尾
　
　
　
常
栄
寺
　
一
名

同
　
　
安
八
郡
輪
之
内
町
大
榑
　
　
心
巌
院
　
一
名

同
　
　
　
　
　
　
　
　
楡
俣
新
田
　
江
翁
寺
　
　
六
名

同
　
　
羽
島
市
江
吉
良
　
　
　
　
　
清
江
寺
　
　
三
名

同
　
　
　
　
　
竹
ヶ
鼻
狐
穴
　
　
　
少
林
寺
　
一
名

他
に
宝
暦
治
水
と
し
て
、
幕
府
方
で
工
事
責
任
を
と
り
切
腹
し
た

人
の
墓
が
二
ヶ
所
あ
り
ま
す
。

竹
中
伝
六
　
　
　
羽
島
市
竹
鼻
　
　
大
谷
派
別
院
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内
藤
十
左
衛
門
　
岐
阜
市
岩
崎
　
　
霊
松
院

又
、
大
榑
川
洗
堰
工
事
成
功
を
祈
願
し
て
人
柱
に
な
っ
て
入
水
し
た
人

の
お
墓
も
あ
り
ま
す
。
（
幕
府
の
水
行
奉
行
、
多
良
の
高
木
家
々
臣
）

桝
屋
伊
兵
衛
　
　
安
八
郡
輪
之
内
町
東
大
薮
　
　
円
楽
寺

義
士
を
お
ま
つ
り
し
た
神
社

治
水
神
社
－
海
津
町
油
島
に
あ
っ
て
、
昭
和
一
三
年
五
月
二
四
日

に
建
て
ら
れ
、
八
六
名
が
お
祭
り
し
て
あ
り
ま
す
。

薩
摩
堰
治
水
神
社
―
安
八
郡
輪
之
内
町
大
樽
の
大
榑
川
洗
堰
趾
に

あ
っ
て
、
昭
和
六
一
年
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
主
要
な
御
手
伝
普
請

一
八
二
〇

文
化
二
年

一
八
〇
国

文
化
元
年

一
八
〇
二

亨
和
二
年

一
七
六
六

明
和
三
年

一
七
五
二

宝
暦
四
年

一
七
四
八

延
亨
五
年

長
州
藩

薩
摩
藩

外

六
藩

薩
摩
藩

外

五
藩

毛
利
長
州
藩

吉
川
岩
国
藩

酒
井
小
濱
藩

島
津
薩
摩
守

丹
羽
若
狭
守

一
一
五
年
間
に
一
六
回

参
加
大
名
数
　
七
七
家

治水神社（海津町油島）

薩摩堰治水神社（輪之内町大榑）
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（表紙）
「
　
明
和
三

濃
州

勢
州
川
々
御
普
請
御
手
伝
御
用
状

諸
抄
状
扣

二
ノ
手
　
　
梨
純
母
殿
御
役
口
　
」

態
急
飛
脚
を
以
致
普
通
候

御
両
殿
様
其
外

上
々
様
方
益
御
機
嫌
能
被
成

御
座
候
、
然
者
昨
六
日
御
老
中
御

連
名
御
奉
書
御
到
来
、
今
七
日
四
時

御
登

城
可
被
成
由
ニ
て
、
毛
利
能
登
守
様
御

岡
道
御
出
伺
被
成
候
処
、
於
浪
之
間

御
老
中
御
列
座
之
上
、
今
度
濃
州
・

勢
州
川
々
御
普
請
御
手
伝
被
仰

長州藩御手伝普請沙汰控書
（山口県立図書館・文書館蔵）

４
、
長
州
藩
御
手
伝
普
請

薩
摩
藩
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
宝
暦
治
水
工
事
は
、
そ
の
当
時
の
治
水

技
術
と
し
て
は
最
高
の
も
の
で
、
ま
こ
と
に
立
派
な
も
の
で
し
た
が
、

そ
れ
で
も
、
な
お
充
分
で
は
な
く
、
手
な
お
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
所
が
方
々
に
出
来
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
地
方
の
治
水
は
む
ず

か
し
い
事
業
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
は
、
四
月
・
五
月
・
七
月
・
八
月
・
九

月
と
引
続
き
五
度
も
洪
水
が
あ
っ
て
大
水
害
と
な
り
ま
し
た
。
養
老
町

関
係
で
は
、
七
月
三
日
牧
田
川
の
堤
防
が
大
境
村
で
百
三
十
間
（
二
三

四
㍍
）
切
れ
、
流
れ
た
家
が
二
軒
、
耕
地
十
一
町
（
一
一
㌶
）
余
が
砂

入
り
と
な
り
、
八
月
三
日
に
は
小
畑
川
通
り
江
月
村
の
堤
防
が
切
れ
、

四
日
に
は
鳥
江
村
で
牧
田
川
の
堤
防
が
切
れ
て
家
三
軒
が
流
れ
ま
し
た
。

勢

州

桑

名

郡

多

芸

郡

石

津

郡

海

西

郡

安

八

郡

本

巣

郡

中

嶋

郡

羽

栗

郡

厚

見

郡

方

県

郡

郡

名

金
廻
村

・
江
内
村

・
油
島
新
田

島
田
村

・
五
日
市
村

・
押
越
村

・
自
石
村

・
小
倉
村

・
大

跡
村
・
有
尾
村

・有
尾
新
田
・
根
古
地
村

・根
古
地
新
田
．

大
場
新
田

・
祖
父
江
村

・
直
江
村

・
飯
積
村

・
金
屋
村

・

高
柳
新
田

・
小
坪
新
田

本
阿
弥
新
田
・
宮
地
村

・
帆
引
新
田
・
深
浜
村

・安
田
村

．

安
田
新
田

・
七
右
衛
門
新
田

・
万
寿
新
田

駒
野
羽
根
谷
押
出
シ
浚
工
事

（金
納
）

岡
村

・
野
寺
村

成
戸
村

・
瀬
古
村

・
日
原
村

・
外
浜
村

・
古
中
嶋
村

・
石

亀
村

・
森
下
村

大
藪
村

・
楡
俣
村

・
福
束
村

・
福
束
新
田

・
本
戸
村

・
南

波
村
・
塩
喰
村

・豊
喰
新
田
・藻
池
新
田
・
上
大
榑
新
田
．

中
郷
村

・
五
反
郷
村

・
下
大
榑
村

・
海
松
新
田

車
戸
村

・
須
賀
村

・
勝
村

・
仏
師
川
村

下
宿
村

・
西
橋
村

大
森
村

・
西
結
村

別
府
村

・
上
穂
積
村

・
十
九
条
榊
・

前
野
村

・
牛
牧
村

十
八
条
村

・
十
七
条
村

三
ッ
柳
村

・
小
藪
村

笠
松
村

・
徳
田
新
田

・
田
代
村

・
三
ッ
谷
村

西
小
熊
村

日
野
村

・
日
野
新
田

・
細
畑
村

・
高
田
村

・
蔵
ノ
前
村

正
木
村

・
長
良
村

・
河
渡
村

唐
山
村
外
十

一
ヵ
村
組
合

（工
費
金
納
毛
利
家

一
三
八
六

両

・
富
川
家
八
五
両
）

村

名

海

津

町

養

老

町

南

濃

町

海

津

町

平

田

町

安

八

町

墨

俣

町

平

田

町

輪
之
内
町

巣

南

町

穂

積

町

羽

島

市

笠

松

町

岐

阜

市

現
市
町
村
名

長州藩普請場村々
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①
　
明
和
三
年
「
濃
州
・
勢
州
川
々
御
手
伝
普
請
」

美
濃
国
・
伊
勢
国
の
村
む
ら
か
ら
治
水
普
請
を
願
い
出
た
の
で
幕
府

は
計
画
を
立
て
、
明
和
三
年
　
（
一
七
六
六
）
　
に
長
州
萩
藩
　
（
現
、
山

口
県
）
毛
利
氏
、
周
防
岩
国
藩
（
現
、
山
口
県
）
吉
川
氏
（
萩
の
支
藩
）

及
び
若
狭
小
浜
藩
（
現
、
福
井
県
）
酒
井
氏
に
御
手
伝
普
請
を
命
じ
ま

し
た
。命

を
受
け
た
長
州
藩
で
は
、
総
奉
行
に
益
田
喜
次
郎
を
命
じ
、
普
請

役
人
を
決
め
、
元
小
屋
を
美
濃
の
笠
松
に
置
き
、
工
事
場
所
を
六
丁
場

に
分
け
、
総
勢
四
七
三
人
で
工
事
に
あ
た
り
ま
し
た
。
普
請
の
地
域
は

現
在
の
岐
阜
市
・
笠
松
町
・
羽
島
市
・
穂
積
町
・
巣
南
町
・
輪
之
内
町
・

平
田
町
・
墨
俣
町
・
安
八
町
・
海
津
町
・
南
濃
町
・
養
老
町
の
広
い
地

域
に
わ
た
り
、
養
老
町
で
は
一
七
か
村
が
普
請
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

普
請
場
所
は
約
千
か
所
、
総
延
長
は
二
八
〇

キ
ロ
メ

ー

ト

ル

に
も
な
り
ま
し
た
。

工
事
費
に
つ
い
て
は
、
建
設
材
料
・
人
夫
質
・
運
送
費
な
ど
総
工
費

益田幸次郎肖像

（山口県立図書館蔵）

の
中
、
材
木
だ
け
は
幕
府

が
負
担
し
、
あ
と
は
お
手

伝
い
大
名
の
負
担
で
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
材
木
も
幕

府
の
林
山
か
ら
普
請
場
所

ま
で
運
ぶ
費
用
は
お
手
伝

い
大
名
の
負
担
で
あ
り
ま

し
た
。総

工
費
は
、
く
わ
し
く

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
日
々

多
数
の
人
夫
が
広
い
地
域
の

治
水
工
事
に
従
事
し
た
の
で

す
か
ら
、
そ
の
費
用
は
大
変

な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、

長
州
萩
藩
と
そ
の
支
藩
岩
国

藩
と
で
、
お
手
伝
い
大
名
の

負
担
分
の
八
〇
㌫
を
負
担
し

ま
し
た
。

工
事
は
明
和
三
年
三
月
二

六
日
に
は
じ
ま
り
、
六
月
八

日
に
は
す
っ
か
り
終
わ
り
ま

し
た
。

長州藩治水顕彰碑（岐阜市四ツ屋公園、金華橋南東）

こ
の
御
手
伝
普
請
で
も
薩
摩
工
事
の
時
と
同
じ
よ
う
に
多
数
の
長
州

藩
士
が
直
接
慣
れ
な
い
工
事
に
あ
た
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
苦
労
は
た

い
へ
ん
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
多
数
の
藩
士
た
ち
の
滞
在
費
な
ど
工

事
以
外
の
経
費
も
か
さ
ん
で
長
州
藩
は
大
へ
ん
苦
し
み
、
家
老
梨
羽
頼

母
は
大
坂
の
大
商
人
に
頼
ん
で
何
度
も
借
金
を
し
ま
し
た
。
薩
摩
工
事

の
時
と
い
い
、
今
度
の
工
事
と
い
い
お
手
伝
い
大
名
が
慣
れ
な
い
仕
事

に
非
常
な
苦
し
み
を
受
け
た
の
で
、
そ
の
後
の
御
手
伝
普
請
か
ら
は
大

名
は
工
事
費
の
割
り
あ
て
だ
け
の
お
金
を
出
せ
ば
よ
い
こ
と
に
改
め
ら

れ
ま
し
た
。

②
　
文
政
三
年
御
手
伝
普
請
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濾
州
・
勢
州
御
手
伝
之
図

（
山
口
県
立
図
書
館
・
文
書
館
蔵
）

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
　
六
月
一
二
日
に
美
濃
・
伊
勢
・
近
江
地
方

に
大
地
震
が
あ
り
、
大
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
堤
防
が
こ
わ
れ
た
場
所

も
多
数
あ
り
、
幕
府
は
治
水
上
急
い
で
修
復
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、

堤
防
の
こ
わ
れ
た
場
所
を
調
査
さ
せ
、
工
事
を
さ
せ
ま
し
た
。
工
事
は

翌
年
の
四
月
に
は
完
成
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
工
事
は
、
完
成
し

て
し
ま
っ
て
か
ら
後
に
御
手
伝
普
請
に
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
文
政
三

年
五
月
二
五
日
に
長
州
藩
に
対
し
て
御
手
伝
普
請
が
命
じ
ら
れ
、
長
州

藩
は
四
万
一
千
両
余
、
周
防
岩
国
藩
は
七
千
九
百
六
十
三
両
二
分
を
負

担
し
ま
し
た
。
長
州
藩
毛
利
家
記
録
に
、
「
実
際
の
工
事
は
、
美
濃
郡
代

松
下
内
匠
が
行
い
、
長
州
藩
は
そ
の
経
費
だ
け
を
負
担
す
る
。
」
と
あ
り

ま
す
。そ

の
当
時
の
萩
藩
の
本
収
入
は
約
十
五
万
両
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の

上
臨
時
に
御
手
伝
普
請
倉
四
万
一
千
両
余
を
出
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け

で
、
藩
に
と
っ
て
は
大
へ
ん
な
負
担
で
あ
り
ま
す
。
萩
藩
で
は
そ
の
一

部
を
撫
育
金
（
萩
藩
が
軍
用
金
と
し
て
特
別
に
年
々
積
み
立
て
貯
え
て

い
る
金
）
か
ら
出
し
、
一
部
は
大
坂
商
人
か
ら
借
金
を
し
て
幕
府
へ
納

め
た
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
岐
阜
県
は
長
州
藩
か
ら
甚
大
な
ご
恩
を
受
け
て
い
る
の

で
、
昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
）
　
に
岐
阜
県
長
州
藩
士
顕
彰
会
が
結
成

さ
れ
、
翌
年
に
は
岐
阜
市
四
ツ
屋
公
園
（
長
良
川
左
岸
堤
、
金
華
橋
南

詰
下
流
）
に
顕
彰
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

５
、
そ
の
他
の
御
手
伝
普
請

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
　
津
屋
川
通
り
の
鷲
巣
村
・
志
津
新
田
・

４４



小
坪
新
田
・
牧
田
川
通
り
の
五
日
市
村
・
鳥
江
村
の
堤
防
が
破
れ
た
の

で
、
鳥
取
藩
松
平
氏
が
御
手
伝
普
請
を
命
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
　
小
倉
藩
（
福
岡
県
）
小
笠
原
氏
等
五
大

名
に
命
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
養
老
町
関
係
で
は
、
直
江
・
舟
付
・
大
野
・

大
場
・
根
古
地
・
根
古
地
新
田
・
大
枚
・
高
柳
新
田
・
小
坪
新
田
の
村
々

が
普
請
を
受
け
ま
し
た
。

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
、
幕
府
は
美
濃
・
伊
勢
の
中
、
三
二
〇
ヶ
村

の
御
手
伝
普
請
を
富
山
藩
（
現
富
山
県
）
松
平
氏
な
ど
六
大
名
に
命
じ

ま
し
た
。
養
老
町
関
係
で
は
、
ほ
と
ん
ど
全
部
の
四
五
ヶ
村
が
普
請
を

受
け
ま
し
た
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
文

化
一
三
年
二
八
一
六
）
に
も
、
御
手
伝
普
請
を
受
け
ま
し
た
。喰違御堤趾の標柱

６
、
押
越
村
境
違
堤

高
田
中
学
校
の
運
動
場
南
の
道
路
ぎ
わ
に
、
「
喰
違
御
堤
趾
」
と
書
い

た
標
柱
が
建
っ
て
い
ま
す
。

喰
違
堤
と
い
う
の
は
、
堤
防
が
続
い
て
い
な
い
で
喰
違
い
に
な
っ
て

い
る
堤
防
の
こ
と
で
、
押
越
村
の
喰
違
堤
は
、
巾
が
八
間
（
一
四
・
五

㍍
）
　
で
、
そ
の
間
に
堰
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
水
防
法
は
、
牧
田
川
の
水
が
増
え
て
き
て
、
こ
の
堰
よ
り
も
水

位
が
高
く
な
る
と
、
堰
を
乗
り
越
え
た
水
は
、
金
草
川
へ
流
れ
込
み
、

牧
田
川
の
水
を
減
ら
し
、
堤
防
の
切
れ
る
の
を
防
い
だ
の
で
す
。

（
牧
田
川
は
、
古
く
は
、
高
田
中
学
校
・
美
津
濃
工
場
の
敷
地
を
流

れ
て
い
ま
し
た
が
、
永
禄
九
年
《
一
五
六
六
》
の
大
水
で
、
二
つ
に
分

流
し
、
高
畑
・
大
境
・
直
江
の
三
村
は
川
中
島
に
な
っ
て
、
い
つ
も
水

害
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
３
０
頁
上
段
喰
違
堤
付
近
略
図
参

照。）
７
、
茶
園
原
堤
跡

五
日
市
村
か
ら
桜
井
村
の
方
向
に
か
け
て
、
短
い
堤
が
築
か
れ
て
い

て
、
牧
田
川
の
堤
防
が
切
れ
て
も
、
川
下
の
方
へ
水
が
押
し
込
ま
な
い

よ
う
に
し
て
あ
り
ま
し
た
。
現
在
は
取
り
壊
さ
れ
て
、
そ
の
一
部
が
総

合
体
育
館
の
西
に
残
っ
て
い
ま
す
。

（
参
考
）
３
０
頁
上
段
の
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
堤
防
が
切
れ
切
れ
に

な
っ
て
い
て
、
そ
の
一
部
分
は
重
な
り
あ
っ
て
二
重
堤
に
な
っ
て
い
る

所
を
霞
堤
　
（
断
続
堤
）
と
い
い
ま
す
。
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四
　
明
治
の
美
濃
の
大
洪
水

明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
、
七
月
と
九
月
に
二
度
も
大
洪
水
が
あ
り

ま
し
た
。
木
曽
川
、
揖
斐
川
、
長
良
川
の
三
大
川
を
始
め
、
各
地
の
河

川
の
堤
防
が
至
る
と
こ
ろ
で
切
れ
て
、
北
の
赤
坂
か
ら
東
の
金
華
山
の

麓
ま
で
も
水
が
つ
き
、
南
は
伊
勢
湾
に
至
る
ま
で
大
海
と
な
り
ま
し
た
。

養
老
町
で
も
養
老
山
麓
を
除
き
、
こ
と
ご
と
く
水
没
し
ま
し
た
。
高
い

大
垣
城
天
主
闇
の
石
垣
ま
で
水
が
お
し
よ
せ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
標
示

の
線
は
標
高
九
㍍
で
す
。
養
老
町
の
平
野
部
の
標
高
は
〇
・
三
㍍
で
す

か
ら
、
屋
根
ま
で
水
が
つ
き
ま
し
た
。

明治の大洪水を記した天照寺の過去帳

根
古
地
に
あ
る
天
照

寺
の
過
去
帳
に
書
か
れ

て
い
る
記
録
に
よ
る
と

「
此
年
諸
国
大
洪
水
本

県
下
衆
も
甚
し
、
初
め

七
月
二
十
一
日
入
水
、

其
後
九
月
十
日
に
至
り

再
び
入
水
、
加
る
に
翌

十

一

日

大

風

が

ふ

き
・
・
・
・
・
・
当
寺

は
幸
ひ
に
免
る
る
も
民

家
は
過
半
流
出
せ
り

（
当
国
に
て
二
千
余
戸

流
出
）
、
剰
　
入
水
後
赤
痢
病
流
行
死
者
甚
た
多
し
惨
状
極
れ
り
、
此
入

水
本
堂
床
上
一
尺
五
寸
侵
入
せ
り
。
」
と
記
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
明
治

の
大
洪
水
は
、
昭
和
三
四
年
の
水
害
よ
り
も
水
位
が
一
・
五
㍍
ぐ
ら
い

高
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

こ
の
洪
水
は
、
明
治
二
九
年
七
月
一
九
日
、
午
後
一
〇
時
頃
よ
り
暴

風
が
強
く
な
り
、
翌
二
〇
日
午
前
七
、
八
時
頃
ま
す
ま
す
激
し
さ
を
加

、
え
、
諸
河
川
は
満
々
と
洪
水
が
流
れ
、
あ
ち
こ
ち
の
堤
防
が
危
険
に
な

り
、
正
午
に
な
っ
て
揖
斐
、
長
良
及
び
大
榑
川
の
水
量
は
、
七
㍍
以
上

と
な
り
、
木
曽
川
も
四
㍍
を
越
す
増
水
で
堤
防
は
至
る
と
こ
ろ
で
損
所

を
生
じ
ま
し
た
。
翌
二
一
日
に
な
っ
て
も
洪
水
は
ま
す
ま
す
増
水
し
、

揖
斐
、
長
良
、
大
榑
川
は
そ
れ
ぞ
れ
八
㍍
、
木
曽
川
は
五
㍍
を
越
し
ま

し
た
。
従
っ
て
、
洪
水
は
堤
防
を
越
す
と
こ
ろ
が
で
て
き
ま
し
た
。
一

方
豪
雨
は
盆
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
状
況
で
、
水
防
は
困
難
を
き
わ
め
、

堤
防
は
至
る
と
こ
ろ
で
大
破
し
、
な
お
も
水
防
に
努
力
し
ま
し
た
が
、

近
く
で
は
、
五
時
三
〇
分
、
勝
賀
村
（
平
田
町
）
梶
池
の
堤
防
が
切
れ
、

揖
斐
川
筋
の
安
八
郡
落
合
村
、
今
福
村
、
塩
喰
村
や
今
尾
町
鯰
池
の
堤

防
が
約
三
六
〇
㍍
に
わ
た
っ
て
決
壊
し
、
西
南
濃
地
方
は
一
面
の
泥
海

と
な
り
ま
し
た
。
多
芸
輪
中
で
は
津
屋
川
筋
の
徳
田
新
田
堤
防
が
決
壊

し
、
輪
中
内
へ
入
水
し
ま
し
た
。

七
月
洪
水
の
被
害
復
旧
が
で
き
な
い
ま
ま
に
、
八
月
三
〇
日
に
台
風

が
襲
来
し
、
人
々
は
自
然
の
厳
し
さ
に
戦
慄
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
日
は
朝
か
ら
北
風
が
吹
き
、
午
後
六
時
頃
よ
り
天
候
は
悪
化
し
、

屋
根
瓦
が
と
び
、
倒
壊
す
る
家
も
で
て
き
ま
し
た
。
洪
水
に
加
え
て
の
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台
風
で
、
実
に
悲
惨
を
極
め
ま
し
た
。
九
月
に
入
り
台
風
一
過
し
て
秋

晴
を
期
待
し
て
い
ま
し
た
が
、
予
想
に
反
し
て
曇
天
が
つ
づ
き
、
六
日

午
前
よ
り
雨
が
ふ
り
だ
し
、
午
後
よ
り
夜
半
に
か
け
て
劇
甚
な
る
雷
雨

と
な
り
、
七
日
も
夜
よ
り
連
続
し
て
降
り
始
め
、
各
地
の
堤
防
が
切
れ

て
洪
水
と
な
り
ま
し
た
。
雨
は
八
日
、
九
日
、
一
〇
日
と
降
り
続
き
輪

中
内
の
水
位
は
二
日
午
前
八
時
ま
で
上
昇
す
る
一
方
で
、
人
々
は
絶

望
に
か
ら
れ
、
更
に
一
一
日
夜
の
大
風
水
に
よ
り
暗
黒
の
中
で
の
被
害

は
多
く
の
死
者
さ
え
出
し
ま
し
た
。

（
単
位

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

）

徳

山

揖

斐

大

垣

垂

井

高

田

観
測
地
点

西濃地方の通算雨量（養老町史Ｐ５２６より）

二
度
の
大
洪
水
に
あ
っ
た
輪
中
民
の
災
害
復
旧
は
悲
惨
で
し
た
。
農

作
物
の
収
穫
は
皆
無
に
な
り
、
出
様
に
い
く
者
、
行
商
を
す
る
者
、
漁

業
を
す
る
者
、
他
郷
へ
転
住
す
る
者
も
多
く
出
ま
し
た
。
し
か
し
大
多

数
の
人
々
は
災
害
復
旧
に
む
け
て
た
た
か
い
、
水
防
、
治
水
に
輪
中
を

守
る
意
識
が
か
り
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
大
洪
水
の
大
き
な
犠
牲
の
の
ち
、
長
良
川
が
揖
斐
川
へ
、
揖
斐

明治２９年美濃国の大洪水被害（のびゆく養老町Ｐ２２１より）

被 害 明治２９年７日　 明治２９年 ９月　 明治２９年計 ｌ

町 村 数

人 水 戸 数

流 出 家 屋

崩 壊 家 屋

死 者

羅 災 者

堤防決壊箇所

堤防決壊間数

道路決壊箇所

道路決壊間数

流 失 耕 地

浸 水 耕 地

墜 落 橋 梁

川
が
牧
田
川
、
津
屋
川
へ
、
牧
田
川
が
小
畑
川
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
逆
流
し

て
被
害
を
大
き
く
し
な
い
よ
う
、
木
曽
、
長
良
、
揖
斐
の
三
川
分
流
工

事
と
小
河
川
の
水
落
ち
を
よ
く
す
る
工
事
が
進
み
ま
し
た
。
こ
の
工
事

は
大
正
、
昭
和
と
続
き
、
現
在
も
水
防
工
事
が
各
河
川
で
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
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五
　
昭
和
三
四
年
の
集
中
豪
雨
と
伊
勢
湾
台
風

１
、
災
害
の
概
要

昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
　
八
月
二
一
日
か
ら
一
三
日
に
か
け
て
記

録
的
な
集
中
豪
雨
が
あ
り
、
こ
の
た
め
牧
田
川
の
水
が
あ
ふ
れ
て
、
一

二
日
午
前
九
時
高
田
地
内
島
田
嚢
の
堤
防
が
決
壊
し
た
の
を
は
じ
め
、

各
河
川
の
堤
防
を
一
層
危
険
に
し
ま
し
た
。
一
三
日
午
後
七
時
五
〇
分

に
は
、
根
古
地
地
内
の
牧
田
川
の
堤
防
が
一
二
〇
㍍
決
壊
し
、
多
芸
輪

中
二
六
〇
〇
㌶
が
泥
海
と
な
り
、
二
十
九
日
間
に
わ
た
っ
て
湛
水
し
、

多
芸
輪
中
は
悲
惨
な
状
態
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
活
発
な
前
線
活
動
と
台
風
七
号
の
北
上
に
伴
う
影
響
で
、
豪

雨
が
県
下
一
帯
に
降
り
、
西
南
濃
地
方
で
は
、
こ
の
二
日
間
四
〇
〇

ミ
リ

メ

ー

ト

ル

根古地にある決壊口の碑

か
ら
七
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

に
達
す
る
豪
雨
に
な
り
、
揖
斐
川
上
流
部
で
も
連
続

雨
量
六
〇
〇

ミ
リ

メ

ー

ト

ル

に
達
し
ま
し
た
。
な
お
八
月
八
日
か
ら
九
日
に
か
け

て
の
台
風
六
号
に
よ
り
、
西
濃
山
間
部
で
二
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

前
後
の
降
雨
が

前
ぶ
れ
の
よ
う
に
あ
り
、
堤
防
は
ゆ
る
ん
で
い
ま
し
た
。
決
壊
口
附
近

の
根
古
地
よ
り
江
ノ
橋
の
間
の
牧
田
川
堤
の
西
側
に
は
河
間
田
が
多
く

あ
り
、
川
の
増
水
の
時
に
は
い
つ
も
湧
水
量
が
多
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

一
三
日
は
、
消
防
団
を
は
じ
め
根
古
地
区
民
各
戸
に
一
人
づ
つ
出
て
、

か
ま
す
、
む
し
ろ
、
南
京
袋
な
ど
を
持
ち
よ
り
、
堤
防
の
補
強
工
事
や
、

漏
水
箇
所
の
杭
打
ち
、
土
嚢
は
こ
び
な
ど
に
が
ん
ば
り
ま
し
た
が
、
三

時
頃
に
は
堤
防
が
危
険
に
な
り
作
業
を
中
止
し
ま
し
た
。
避
難
命
令
が

出
さ
れ
住
民
は
着
の
み
着
の
ま
ま
で
周
囲
の
堤
防
へ
避
難
し
ま
し
た
。

根
古
地
の
破
堤
に
よ
り
池
辺
、
笠
郷
、
広
幡
と
上
多
度
の
三
郷
、
高

田
の
一
部
の
部
落
は
濁
流
に
お
か
さ
れ
、
二
二
〇
〇
世
帯
一
二
〇
〇
〇

人
の
人
々
が
そ
の
被
害
を
蒙
り
ま
し
た
。
養
老
町
に
災
害
救
助
法
が
発

動
さ
れ
ま
し
た
が
、
人
命
だ
け
は
幸
い
に
そ
の
難
を
免
が
れ
ま
し
た
。

こ
の
決
壊
ロ
か
ら
侵
入
し
た
怒
涛
は
激
流
と
化
し
て
、
輪
中
内
の
人
家

や
耕
地
を
一
呑
み
に
し
て
、
一
四
日
夜
半
に
い
た
る
ま
で
水
勢
を
増
し

て
、
広
大
な
沃
野
を
泥
海
に
し
ま
し
た
。
こ
の
洪
水
も
一
五
日
に
至
っ

て
や
や
減
水
し
は
じ
め
ま
し
た
が
、
同
日
朝
七
号
台
風
に
よ
る
強
風
が

大
き
な
波
を
誘
い
、
屋
根
ま
で
没
し
た
家
屋
を
根
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
り
、

そ
の
被
害
を
大
き
く
し
ま
し
た
。
特
に
海
抜
一
㍍
以
下
の
池
辺
地
区
を

は
じ
め
笠
郷
地
区
、
上
多
度
地
区
東
南
部
は
自
然
排
水
不
能
の
特
殊
環

境
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
排
水
機
が
水
没
し
て
そ
の
活
動
が
で
き
な
か

８
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〔堤防決壊前〕

堤防補強工事（根古地）８月１３日

（岐阜県広報課提供）

決壊前の牧田川堤（根古地）

っ
た
り
で
、
湛
水
期
間
が
長
引
き
、
農
作
物
に
全
滅
の
被
害
を
与
え
ま

し
た
。
昼
夜
兼
行
に
よ
る
決
壊
口
の
仮
締
切
と
全
機
能
を
発
揮
し
て
の

機
械
排
水
に
よ
っ
て
も
排
水
が
完
了
す
る
ま
で
に
は
二
十
余
日
間
か
か

り
ま
し
た
。
自
衛
隊
の
救
援
活
動
を
は
じ
め
、
養
老
町
の
非
被
災
地
区

か
ら
の
奉
仕
、
親
戚
知
人
の
は
げ
ま
し
と
救
援
に
よ
っ
て
、
住
居
の
修

理
を
お
こ
な
い
、
放
散
家
族
と
の
同
居
も
始
ま
り
、
落
ち
つ
き
を
取
り

戻
し
な
が
ら
耕
地
の
復
旧
に
つ
と
め
ま
し
た
。

復
旧
状
況

昭
和
三
四
年
八
月
一
三
日
　
堤
防
決
壊

八
月
一
四
日
　
決
壊
拡
大
防
止
、
上
流
側
に
中
聖

牛
一
基
沈
設

八
月
一
五
日
　
仮
締
切
着
工
、
中
聖
牛
、
猪
ノ
子

沈
設
、
浚
渡
船
で
土
砂
堆
積
土
運

搬
、
土
俵
積

八
月
三
〇
日
　
水
切
完
了
、
天
端
通
行
開
始

九
月
二
〇
日
　
仮
締
切
完
了
、
復
旧
工
事
継
続
中

九
月
二
七
日
　
伊
勢
湾
台
風
で
再
び
決
壊
す

九
月
二
六
日
昼
ご
ろ
、
大
き
く
て
強
い
台
風
が
当
地
方
に
と
っ
て
は

最
悪
の
コ
ー
ス
で
あ
る
紀
伊
半
島
の
潮
岬
に
上
陸
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
が
流
れ
再
び
水
害
に
お
の
の
き
ま
し
た
が
、
水
片
付
け
、
家
族
の
疎

開
と
今
度
は
先
の
経
験
か
ら
手
早
で
要
領
の
よ
い
作
業
と
な
り
ま
し
た
。

夕
方
か
ら
夜
半
に
か
け
て
風
雨
は
強
く
な
り
、
木
曽
・
長
良
・
揖
斐

の
三
川
は
増
水
し
、
台
風
通
過
後
の
西
風
が
落
ち
て
き
た
こ
ろ
、
洪
水

９４



避難小屋（大巻の堤防上）

自宅は泥水の中。やむを得ず堤防の小段

に杭と竹・むしろの囲い、トタン屋根、

原始生活さながらの住民。

救護活動のお陰で、食事時間になると、
おにぎりが届けられて感謝する。

〔堤防決壊後〕

泥水の中に没していく母校を目の前
にみて、子供たちは大声をあげて泣

いた。（池辺小学校）

（岐阜県広報課提供）

集中豪雨による決壊口付近（中日新聞提供）
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養老町の集中豪雨（第一次）伊勢湾台風（第二次）の一般災害

区 分 第一次災害　　 第二次災害　　 合 計

羅 災 者 総 数

人的被害 死 者

負 傷 者

計

住家の被害
全 壊

流 失

半 壊

浸水 床 上

床 下

合 計

非 住 家 の 被 害

農業被害 田
流 失
埋 没
冠 水

畑
流 出
埋 没
冠 水

合 計

農 作 物 被 害 金 額

林 業被 害 苗 畑
林 産 物被 害 金 額

水 産被 害 漁 具
水 産 物被 害 金 額

その他 生 産 品の 被 害

は
旧
堤
を
乗
り
越
え
、
仮
堤
防
を
崩
し
、
再
び
決
壊
し
ま
し
た
。

こ
の
時
、
三
重
県
・
愛
知
県
の
伊
勢
湾
岸
一
帯
は
最
高
七
㍍
位
の
高

潮
が
海
岸
堤
に
打
ち
つ
け
、
至
る
と
こ
ろ
で
破
堤
し
、
死
傷
者
さ
え
続

出
す
る
大
災
害
で
し
た
。
こ
れ
が
伊
勢
湾
台
風
に
よ
る
大
災
害
で
す
。

災
害
救
助
法
の
発
動
　
九
月
二
七
日
午
前
三
時
二
五
分
、
養
老
町
に

災
害
救
助
法
が
発
動
さ
れ
て
、
国
、
県
、
町
の
救
援
活
動
が
行
わ
れ
ま

し
た
。こ

こ
で
元
根
古
地
区
長
・
郷
土
史
家
児
玉
走
氏
の
記
録
を
中
心
に
し

て
堤
防
決
壊
の
状
況
を
み
て
み
ょ
う
。

〔
集
中
豪
雨
に
よ
る
根
古
地
決
壊
〕

昭
和
三
四
年
八
月
一
二
日
大
雨
警
報
発
令
さ
れ
る
。
牧
田
川
の
水
の

増
加
も
大
し
た
こ
と
な
く
、
午
前
六
時
は
一
七
八

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

と
な
り
、
午
後
六

時
に
は
二
三
五

セ
ン
チ

メ

ー

ト

ル

と
な
る
。
台
風
の
影
響
で
夜
に
入
っ
て
雨
量
も
激

し
く
、
六
時
よ
り
七
時
の
間
に
五
〇

一
セ
ン
チ

メ

―

ト

ル

、
七
時
よ
り
八
時
の
間
に
一
一

○
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

の
増
水
と
な
り
、
つ
い
に
三
㍍
五
〇

セ
ン
チ

メ

ー

ト

ル

の
警
戒
水
位
と
な
る
。

か
く
し
て
、
二
二
日
の
朝
の
六
時
の
水
位
は
実
に
七
六
二

セ
ン
チ

メ

ー

ト

ル

と
な

る
。
家
族
金
男
各
自
に
必
死
の
努
力
に
て
水
片
付
け
を
な
す
。
水
位
は

一
刻
一
刻
増
し
て
、
一
三
日
午
前
三
時
に
は
七
八
八

セ
ン
チ

メ

ー

ト

ル

と
な
り
、
堤
防

面
の
低
地
部
四
か
所
よ
り
堤
防
を
越
え
て
川
水
が
入
る
。

午
後
三
時
す
ぎ
、
杉
野
ま
つ
え
宅
付
近
、
と
く
に
内
堀
い
く
宅
は
朝

よ
り
漏
水
が
あ
り
、
例
年
の
状
態
よ
り
流
水
が
多
量
に
つ
き
見
て
ほ
し

い
と
の
こ
と
に
つ
き
調
査
を
な
す
。
午
前
八
時
頃
、
内
堀
い
く
宅
に
退

避
の
指
令
を
な
す
。
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こ
の
時
分
の
水
位
の
状
況
を
つ
ぎ
の
表
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。

日 時 間　 天候　 水 位　 備 考

１２

１３

こ
の
水
害
の
状
況
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

水
害
区
域
　
池
辺
、
笠
郷
、
上
多
度
三
郷
、
広
幡
、
高
田
の
一
部

田
畑
の
冠
水
　
二
六
〇
〇
余
ヘ
ク
タ
ー
ル

流
失
家
屋
数
一
七

全
壊
家
屋
数
　
三
三

半
壊
家
屋
敷
一
五
三
八

そ
の
他
床
上
浸
水
家
屋
数
　
二
三

水
害
直
後
の
一
四
日
、
一
五
日
、
被
災
の
住
民
や
家
畜
は
、
堤
防
上

に
ム
シ
ロ
を
は
っ
た
仮
小
屋
に
遵
難
し
、
家
財
道
具
と
の
雑
居
を
は
じ

め
、
そ
し
て
一
日
も
早
い
復
旧
を
待
っ
た
。

県
災
害
救
助
隊
は
米
三
〇
俵
を
放
出
、
ま
た
飲
料
水
の
た
め
給
水
車

二
台
を
急
派
し
た
。
陸
上
自
衛
隊
は
、
あ
ち
こ
ち
に
点
在
し
て
い
る
被

災
者
の
た
め
に
鉄
舟
三
〇
隻
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
二
隻
、
木
舟
二
隻

を
投
げ
入
れ
、
逃
げ
遅
れ
た
約
二
〇
〇
人
を
救
助
し
た
。

村
内
は
、
も
ち
ろ
ん
通
行
不
可
能
で
あ
り
、
十
日
あ
ま
り
経
過
し
て

も
舟
で
大
場
・
小
坪
・
大
巻
へ
い
っ
た
次
第
で
あ
る
。

輪
中
の
水
は
、
五
三
、
十
三
か
村
、
六
か
村
、
釜
段
、
小
坪
、
大
巻
、

瑞
穂
の
七
か
所
の
排
水
機
が
水
に
つ
か
り
、
排
水
で
き
な
い
状
態
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
モ
ー
タ
―
は
、
至
急
運
転
を
す
る
必
要
上
、
応
急
処
置

と
し
て
、
乾
燥
し
て
使
用
す
る
こ
と
と
し
、
ジ
―
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
は
分

解
掃
除
を
し
て
、
そ
の
修
理
の
で
き
た
と
こ
ろ
よ
り
運
転
を
開
始
し
た
。

排
水
機
運
転
が
進
む
に
つ
れ
て
、
ぽ
つ
ぽ
つ
と
茶
褐
色
や
茶
黒
色
で
、

ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
に
折
れ
く
さ
り
、
青
き
と
こ
ろ
な
き
、
見
る
も
あ
わ
れ

な
姿
を
し
た
稲
田
が
あ
ら
わ
れ
、
村
人
を
驚
か
す
結
果
と
な
る
。

５
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大
巻
の
蓮
根
田
も
、
み
な
枯
れ
て
種
蓮
根
ま
で
駄
目
と
の
こ
と
で
あ

る
。
地
元
根
古
地
も
田
面
が
あ
ら
わ
れ
る
に
つ
れ
て
、
二
十
町
歩
以
上

の
、
畑
よ
り
高
い
く
ら
い
の
砂
丘
状
を
呈
し
た
荒
地
　
（
砂
入
り
）
　
が
あ

ら
わ
れ
る
に
至
る
。
流
出
家
屋
の
跡
は
大
穴
が
あ
い
た
り
、
周
囲
が
高

く
な
っ
た
り
し
て
見
る
影
も
な
き
姿
で
あ
る
。
堤
防
決
壊
地
近
辺
は
深

さ
一
四
～
一
七
㍍
の
池
（
落
堀
）
　
と
な
り
、
ま
た
一
帯
は
泥
海
の
ご
と

く
で
、
仮
締
切
の
サ
ン
ド
ポ
ン
プ
の
水
が
波
打
っ
て
い
る
有
様
で
あ
る
。

九
月
一
〇
日
こ
ろ
に
は
田
も
畑
も
宅
地
も
洪
水
前
の
状
態
に
復
す
。

県
の
指
示
に
よ
っ
て
午
後
六
時
、
排
水
機
の
運
転
を
中
止
す
る
。

〔
伊
勢
湾
台
風
に
よ
る
根
古
地
決
壊
〕

次
の
表
の
ご
と
く
三
七
日
午
前
一
時
四
二
分
、
再
度
堤
防
決
壊
を
な

す
。
住
民
は
、
た
だ
呆
然
と
し
て
、
自
失
の
有
様
で
あ
る
。
二
七
日
は

ロ
―
ソ
ク
も
電
灯
も
な
く
、
黙
々
と
し
て
小
舟
の
中
に
仮
眠
す
る
も
の
、

堤
防
上
の
リ
ヤ
カ
―
の
荷
物
の
間
に
一
夜
を
あ
か
す
も
の
、
個
人
個
人
、

思
い
思
い
の
仮
睡
を
と
る
。

二
七
日
養
老
町
に
災
害
救
助
法
が
発
動
せ
ら
れ
、
八
月
一
三
日
の
災

害
時
と
同
様
に
自
衛
隊
を
は
じ
め
、
各
方
面
の
救
助
を
受
け
た
。

白
米
の
現
物
支
給
を
受
け
た
の
で
、
堤
防
の
斜
面
に
急
製
の
カ
マ
ド

を
築
き
共
同
炊
事
も
行
っ
た
。

排
水
機
の
運
転
は
、
仮
締
切
の
で
き
た
一
〇
月
一
〇
日
現
在
で
、
五

三
排
水
機
と
十
三
か
村
排
水
機
の
み
で
あ
っ
た
。

こ
の
水
害
の
被
害
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

流
失
家
屋
敷
　
八

全
壊
家
屋
敷
　
三
三

半
壊
家
屋
敷
一
四
四
五

そ
の
他
床
上
浸
水
家
屋
数
一
〇

日 時 間　 天候　 水 位 備 考

９月２６

北 強 風

台 風

風、西方に

廻 る

２７

堤防決壊 始

む

西 北 強 風

西 北 軟 風
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計

一
四
九
六

〔
排
水
〕

前
に
み
た
昭
和
三
四
年
の
集
中
豪
雨
、
伊
勢
湾
台
風
、
ま
た
三
六
年

の
第
二
室
戸
台
風
に
よ
る
災
害
か
ら
、
排
水
機
の
新
設
、
整
備
が
は
か

ら
れ
、
一
九
個
所
に
二
九
基
の
排
水
機
が
設
置
さ
れ
、
総
馬
力
三
五
八

五
馬
力
、
総
排
水
量
毎
秒
三
万
四
六
五
五
立
方
㍍
、
総
排
水
面
積
五
四

㌫
と
湛
水
防
除
能
力
の
増
大
を
み
た
。

２
、
災
害
か
ら
の
復
興

１
　
災
害
救
助
活
動

①
　
避
難
所
の
設
備
及
収
容
…
…
学
校
、
公
民
館
、
寺
院
、
野
外
避

伊勢湾台風の進路

数字はその時々の気圧（ミリバール）

伊勢湾台風の経路図（のびゆく養老町Ｐ２２４より）

難
所
が
二
四
ヶ
所
収
容
延
人
員
一
二
万
九
〇
六
一
名
で
し
た
。

②
　
炊
出
し
給
与
…
…
消
防
団
、
婦
人
会
等
の
奉
仕
活
動
で
九
月
二

六
日
よ
り
一
〇
月
三
一
日
ま
で
三
五
日
間
、
給
食
延
人
員
は
一
二
万

九
〇
六
一
名
で
し
た
。

③
　
飲
料
水
の
供
給
…
…
長
期
湛
水
の
た
め
、
自
衛
隊
豊
川
、
茨
城

部
隊
の
給
水
セ
ッ
ト
三
台
、
タ
ン
ク
車
一
台
、
ダ
ン
プ
カ
ー
二
台
の
派

遣
を
受
け
、
九
月
二
七
日
か
ら
一
〇
月
三
一
日
ま
で
三
四
日
間
実
施
、

他
に
大
垣
市
の
散
水
車
、
借
上
の
三
輪
車
、
ド
ラ
ム
缶
等
機
械
器
具
に

よ
り
一
一
月
一
〇
日
ま
で
四
四
日
間
給
水
し
ま
し
た
。

④
　
被
服
、
寝
具
等
の
必
需
品
の
給
与
…
…
被
害
程
度
に
よ
り
、
住

家
の
全
壊
叉
は
流
失
、
住
家
の
半
壊
床
上
浸
水
に
区
分
さ
れ
て
配
分
支

給
さ
れ
ま
し
た
。

⑤
　
医
療
救
護
…
…
九
月
二
七
日
、
早
朝
に
日
赤
医
療
姓
、
午
後
に

県
立
岐
阜
病
院
医
療
班
の
派
遣
を
受
け
、
一
〇
月
三
一
日
ま
で
、
決
壊

地
南
北
に
一
班
ず
つ
配
置
さ
れ
ま
し
た
。

⑥
　
学
用
品
及
び
教
科
書
の
給
与
…
…
被
災
小
中
学
生
の
学
用
品
及

び
教
科
書
が
支
給
さ
れ
、
早
期
、
開
校
、
学
習
活
動
が
行
わ
れ
た
。
ア

メ
リ
カ
の
映
画
ス
タ
ー
か
ら
、
笠
郷
、
池
辺
小
の
両
被
災
校
に
ピ
ア
ノ

が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

⑦
　
応
急
仮
設
住
宅
の
設
置
…
…
全
壊
、
流
出
の
被
災
者
の
内
、
仮

設
住
宅
（
建
坪
五
坪
、
建
設
費
一
〇
万
円
、
貸
与
期
間
二
ヶ
年
）
　
二
三

戸
が
建
つ
、
国
有
林
木
材
の
払
下
げ
（
仮
設
住
宅
一
戸
当
十
三
石
）
を

災
害
発
生
前
日
の
五
割
価
格
で
受
け
ま
し
た
。
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３
　
農
林
対
策

①
　
耕
地
の
復
旧
一
〇
月
一
〇
日
牧
田
川
の
仮
締
切
工
事
完
了
と

共
に
、
た
だ
ち
に
排
水
に
か
か
り
、
一
〇
月
一
五
日
に
排
水
完
了
し
ま

し
た
。
多
芸
輪
中
地
域
内
に
流
入
し
た
土
砂
、
約
七
五
万
立
方
㍍
の
排

出
に
つ
い
て
は
、
町
営
叉
は
県
営
委
託
事
業
、
池
沼
埋
立
に
よ
る
干
拓

事
業
と
合
わ
せ
て
実
施
し
ま
し
た
。

②
　
農
地
、
農
業
用
施
設
の
復
旧

公
共
災
害

農

地

　

　

九

ヶ

所

　

一

三

二

、

一

五

九

千

円

農
業
用
施
設
　
　
二
六
ヶ
所
　
　
　
三
八
、
九
二
〇
千
円

排
水
機
　
一
二
ヶ
所
　
　
一
三
、
九
九
五
千
円

湛
水
排
除
事
業
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
、
三
一
八
千
円

小
災
害

農
地
　
　
　
六
ヶ
所
　
　
　
　
　
　
二
九
〇
千
円

農
業
用
施
設
　
　
五
五
ヶ
所
　
　
　
　
三
、
一
六
二
千
円

③
　
天
災
融
資
法
の
適
用
と
資
金
枠
の
拡
大

延
一
六
一
七
件

一
六
〇
、
八
〇
一
千
円

⑥
　
自
作
農
維
持
創
設
資
金

集
中
豪
雨
災
害
一
〇
九
四
件
一
〇
五
、
七
三
〇
千
円

伊
勢
湾
台
風
災
害
　
二
九
二
件
　
二
六
、
七
五
〇
千
円

⑤
　
災
害
対
策
米
穀
の
売
渡

農
家
一
五
六
二
戸
に
も
ち
二
五
四
俵
、
う
る
ち
一
五
六
四
〇

医療救護活動

県立病院・保健所・日赤岐阜支部の救護班
も災害地を巡回し医療救助を行ない、体の故
障を訴える人たちに感謝された。

仮設住宅（根古地）

全壊・流出世帯のために応急仮設住宅（五
坪約１０万円）が建てられた。

（岐阜県広報課提供）
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俵
を
売
り
渡
し
ま
し
た
。
代
金
支
払
い
は
翌
年
払
い
。

３
　
救
農
土
木
事
業
の
実
施

被
災
農
家
の
田
・
畑
・
道
・
水
路
な
ど
の
復
旧
と
農
家
の
現
金
収

入
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
ま
し
た
㍉

耕
地
整
備
事
業
（
区
画
整
理
）

多
芸
輪
中

地
区
名

面
積

事

業

量

補

助

金

備

考

埋
立
干
拓
事
業

多芸輪中
地区名

面積

事業見地

補助金

備考

４
　
多
芸
輪
中
の
復
興
計
画

①
　
虚
業
の
近
代
化
と
養
鶏
振
興

・
共
同
利
用
農
機
具
の
購
入

・
鶏
共
同
飼
育
管
理
所
四
ヶ
所
設
置

・
稚
蚕
共
同
飼
育
所
、
作
業
場
設
置

②
　
簡
易
水
道
の
布
設

水
源
四
ヶ
所
、
給
水
戸
数
三
一
〇
〇
戸
、
人
口
七
四
〇
〇
人
の

給
水
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

③
　
公
営
住
宅
の
建
築

五
戸
連
棟
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
づ
く
り
三
階
の
住
宅
三
棟

（
根
古
地
、
大
野
、
田
）
を
建
築
し
ま
し
た
。

水
害
に
備
え
て
一
階
は
共
同
作
業
場
、
二
階
・
三
階
は
住
宅

に
な
っ
て
い
る
。

３
　
土
木
関
係

国
庫
災
害
工
事
　
道
路
、
橋
梁

仮
締
切

町
単
災
害
工
事
　
道
路
、
橋
梁

砂
防

水
防

河
川

五
件
一
、
六
四
三
千
円

一
件
・
一
、
二
〇
〇
千
円

二
五
件
一
、
一
七
二
千
円

九
件
　
二
六
、
四
〇
三
千
円

二
、
七
八
九
千
円

一
二
件
　
五
、
一
三
〇
千
円

６
　
文
教
関
係

小
中
学
校
及
び
公
民
館
の
建
物
と
備
品
は
、
総
額
三
〇
〇
六
万

二
二
八
三
円
を
も
っ
て
復
旧
し
、
災
害
以
前
の
姿
に
戻
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

池
辺
小
学
校

笠
郷
小
学
校

笠
郷
中
学
校

其
の
他
九
校

補
助
対
象

外

小

計

設

備

名

事
業
費
総
計

国
庫
補
助
金

町

債

町
一
般
財
源
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池

辺
公
民
館

笠
郷
公
民
館

小
畑
公
民
館

そ
の
他
・
二
館

小

計

池
小
給
食
施
設

笠
小
給
食
施
設

上
小
給
食
施
設

笠
中
給
食
施
設

応
急
給
食
施
設

小

計

総

計

設

備

名

事
業
費
総
計

国
庫
補
助
金

町

債

町
一
般
財
源

伊
勢
湾
台
風
根
古
地
破
堤
復
旧
後
の
牧
田
川
下
流
工
事

根
古
地
破
堤
の
災
害
に
鑑
み
、
高
柳
よ
り
決
壊
口
を
含
め
鳥
江
ま
で

の
牧
田
用
の
堤
防
の
岩
上
が
お
こ
な
わ
れ
、
又
、
堤
防
を
強
固
に
す
る

為
、
腹
帽
を
厚
く
二
段
式
に
し
、
更
に
根
古
地
や
烏
江
地
区
に
お
い
て

は
、
特
に
堤
防
の
天
端
に
石
積
み
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
水
防
壁
を
つ
く

っ
て
、
備
え
を
堅
く
し
ま
し
た
。
昭
和
五
一
年
九
月
一
二
日
の
水
害
時

に
は
、
一
部
で
溢
水
し
た
の
で
、
昭
和
五
二
年
に
更
に
下
流
部
の
堤
防

天
端
の
上
積
補
強
を
行
い
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
明
治
年
代
の
堤
防
に

比
べ
て
一
般
的
に
二
㍍
ぐ
ら
い
は
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

集中豪雨と伊勢湾台風の水位標
（東部中学校）

現在もおこなわれている補強工事

（根古地決壊口付近の場外側面）

５
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養老町災害状況図
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第
六
章
　
近
世
ま
で
の
用
排
水

当
地
域
は
洪
水
に
よ
る
大
川
の
被
害
に
対
処
す
る
治
水
の
問
題
と

共
に
、
全
地
域
が
輪
中
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
用
水
、
排
水
の
対
策

に
も
大
へ
ん
苦
労
し
ま
し
た
。

一
　
用
　
水

１
、
番
水
と
水
論

輪
中
内
の
上
の
地
域
で
は
、
扇
状
地
の
特
質
と
し
て
耕
土
は
浅
く
、

水
は
す
ぐ
地
中
へ
浸
透
し
て
し
ま
う
上
に
、
水
路
は
不
完
全
で
漏
水
も

多
く
、
い
つ
も
用
水
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
日
照
り
が
続

く
と
水
は
枯
れ
て
、
稲
作
に
必
要
な
水
を
確
保
す
る
た
め
、
長
い
水
路

を
作
っ
た
り
、
隣
村
や
川
向
い
の
村
と
争
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
石
畑
村
の
与
三
右
衛
門
は
、
今
熊
谷
の
余

水
を
新
田
へ
引
き
た
い
と
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
津
屋
村
か
ら
は
、
飲
料
水

に
差
し
支
え
な
い
よ
う
春
水
溝
の
三
間
（
五
、
四
五
㍍
）
下
に
別
の
溝

を
立
て
る
な
ら
ば
、
余
り
水
は
残
ら
ず
取
っ
て
よ
い
と
の
証
文
が
渡
さ

れ
ま
し
た
。
牧
田
川
上
流
地
域
の
非
常
な
水
不
足
に
比
べ
て
、
津
星
川

の
流
域
は
谷
水
が
豊
富
な
上
に
、
川
の
水
も
樋
門
を
開
け
ば
比
較
的
容

易
に
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

享
保
六
年
二
七
二
一
）
西
岩
道
、
栗
笠
、
船
付
、
東
岩
道
、
上
之

郷
の
五
ケ
村
は
、
高
田
川
（
金
華
川
）
及
び
押
越
、
島
田
両
村
の
悪
水

を
用
水
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
年
は
照
り
続
き
で
上
の
村
々
が
水

不
足
と
な
り
、
ロ
ケ
島
村
懸
圦
の
下
で
高
田
川
を
築
留
め
て
し
ま
っ
た

の
で
、
島
田
村
の
悪
水
を
番
水
に
と
願
い
出
て
い
ま
す
。
七
分
通
り
を

栗
笠
、
船
付
、
上
之
卿
へ
、
三
分
通
り
は
西
若
造
、
東
署
道
と
し
、
右

の
日
割
ど
お
り
に
か
か
ら
な
い
と
き
は
、
相
方
立
合
の
上
よ
く
話
し
合

う
こ
と
。
順
水
（
上
か
ら
順
に
川
を
堰
き
と
め
て
水
を
引
く
こ
と
）
で

あ
る
の
で
、
両
若
造
村
へ
一
番
水
を
か
け
、
早
速
井
留
（
水
を
引
く
た

め
の
堰
）
を
取
払
い
下
三
ケ
村
へ
水
を
下
げ
る
よ
う
に
す
る
。
他
の
村

村
へ
も
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
、
雨
が
降
れ
ば
早
速
井
留
を
取
り

払
う
な
ど
、
各
村
の
村
役
人
が
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
ま
す
。

石畑井組番水願（稲葉時男蔵）

牧
田
川
か
ら
水
を
取
り
入
れ

て
用
水
と
し
て
い
た
の
は
、
沢

田
村
井
水
、
乙
坂
村
（
現
上
石

津
町
）
井
水
、
桜
井
村
井
水
、

山
田
井
水
（
栗
原
―
現
垂
井
町
、

橋
爪
、
中
、
宇
田
、
豊
の
各
村

組
合
）
石
畑
村
井
水
（
五
日
市
、

石
畑
、
竜
泉
寺
、
上
方
の
各
村

組
合
）
宇
田
村
井
水
な
ど
で
、

広
瀬
川
筋
（
牧
田
川
の
現
広
瀬

橋
よ
り
下
流
一
帯
）
三
〇
〇
〇

㍍
程
の
間
に
六
筋
の
井
水
が
あ

９５



元禄時代旧多芸、上石津両郡村落図（養老郡志より）
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り
ま
し
た
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
　
石
畑
井
組
加
盟
の
四
村
村
役
人

が
笠
松
郡
代
へ
願
い
出
た
文
書
に
よ
れ
ば
、

壱
番
　
沢
田
村
井
水
　
式
番
　
乙
坂
村
井
水
　
参
番
　
桜
井
村
井
水

四
番
　
山
田
井
水
　
　
五
番
　
石
畑
村
井
水
　
六
番
　
宇
田
村
井
水

右
の
順
序
に
定
め
ら
れ
、
石
畑
井
組
は
山
田
井
組
と
番
水
を
き
め
、
井

口
に
番
人
を
置
い
て
水
を
引
い
て
き
ま
し
た
が
、
十
年
前
沢
田
村
と
山

田
井
組
と
の
間
に
井
論
が
あ
り
、
そ
の
結
果
沢
田
、
桜
井
両
井
水
の
取

水
口
は
山
田
井
水
取
水
口
の
下
に
定
め
ら
れ
、
山
田
井
組
と
石
畑
井
組

と
の
番
水
の
き
め
も
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
石
畑
井
組
は
止
む
な

く
山
田
、
桜
井
南
井
水
の
も
り
水
を
引
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
度
は
桜

井
井
組
が
山
田
井
水
の
下
に
堰
留
め
を
作
っ
た
た
め
、
も
り
水
も
な
く

な
り
、
石
畑
井
組
の
高
千
百
余
石
は
天
水
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
少
し
の
照
り
で
も
用
水
が

不
足
し
、
井
組
の
御
百
姓
は
農
業
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

昔
の
と
お
り
番
水
で
水
を
引
か
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
出
て
い
ま

す
。社

章
四
年
二
七
四
七
）
　
石
畑
井
組
で
は
、
加
盟
各
村
の
井
高
と
刻

限
を
左
の
よ
う
に
き
め
、
石
畑
、
竜
泉
寺
、
上
方
の
各
村
役
人
が
連
署

し
、
役
所
の
承
認
も
得
て
い
ま
す
。

石
畑
井
組
井
高
井
刻
限
定
之
覚

壱
番
四
日
三
夜

弐
番
一
日
一
夜

三
番
二
日
三
夜

高
五
百
弐
拾
八
石
余

高
百
弐
拾
六
石
余

高
三
百
五
拾
四
石
余

石
畑
村

龍
泉
寺
村

上
方
村

広瀬川筋（明治２４年陸地測量部　測図）現在も利用されている用水路（沢田の村東）
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四
番
半
日

五
番
半
日

六
番
一
夜

高
五
拾
石
余

大
畔
高
弐
拾
五
石
余

高
七
拾
七
石
余

桜
井
村

橋
爪
村

五
日
市
村

已
　
上

そ
の
他
養
老
町
史
に
は
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
　
石
畑
井
組
と
宇

田
井
組
の
井
水
堀
堰
場
所
に
つ
い
て
の
論
争
の
内
済
証
文
、
天
明
五
年

（
一
七
八
五
）
　
石
畑
井
組
六
ケ
村
の
内
部
で
起
き
た
番
水
の
も
つ
れ
の

内
済
証
文
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
山
田
、
宇
田
両
井
水
の
普
請
定
、

宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
橋
爪
村
他
八
ケ
村
か
ら
小
山
溝
筋
の
井
水
堀

と
さ
こ
き
谷
の
新
堀
埋
立
て
の
願
書
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
す
。

２
、
筰
樋
（
さ
さ
ら
ひ
　
－
　
集
水
暗
渠
）

昭
和
四
二
年
（
一
九
六

七
）
　
三
月
、
石
畑
井
組
水

利
組
合
は
中
部
建
設
局
長

宛
に
、
河
川
法
に
よ
る
届

出
を
し
て
い
ま
す
が
、
事

業
の
欄
に
左
の
と
お
り
記

し
て
い
ま
す
。
「
本
用
水
は

天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）

小
な
る
箱
樋
を
伏
せ
引
水

し
た
。
そ
の
後
寛
永
一
一

年
（
一
六
三
四
）
　
川
底
に

筰
樋
を
埋
め
、
小
樋
を
大

現在の筰樋からの取入口（沢田の村東）

樋
に
改
築
し
た
。
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
一
二
月
三
日
、
石
畑
井

組
水
利
組
合
を
設
置
し
た
。
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
暗
渠
改
良
工

事
審
議
の
際
、
五
日
市
部
落
は
水
利
権
を
破
棄
し
た
。
大
正
一
三
年
（
一

九
二
四
）
従
来
の
筰
暗
渠
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
集
水
暗
渠
に
改
築
し
た
。

用
水
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
迄
は
地

方
自
治
法
第
一
七
四
条
に
よ
り
、
村
長
（
町
長
）
が
水
利
委
員
を
選
任

し
、
事
業
の
施
行
に
当
っ
て
は
、
水
利
委
員
全
を
開
催
し
て
協
議
決
定

し
て
い
た
が
、
昭
和
三
四
年
以
降
は
石
畑
井
組
独
立
の
水
利
組
合
と
な

る
。
か
ん
が
い

事
業
と
し
て
は
、

か
ん
が
い
区
域
、

か
ん
が
い
面
積

と
も
に
変
り
な

く
、
ま
た
一
貫

し
て
水
稲
栽
培

を
行
っ
て
い
る
。

河
川
か
ら
の
取

水
方
法
と
し
て

は
、
河
川
敷
の

集
水
暗
渠
を
利

用
し
、
取
水
し

た
水
を
樋
管
の

巻
掲
機
の
操
作

筰樋の断面
２６



筰樋の構造

筰樋の全体図（山幡数男教示による）
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に
よ
り
取
り
入
れ
て
居
り
、
他
の
水
利
権
者
と
の
間
に
も
特
記
す
べ
き

水
利
紛
争
は
な
い
。
」

扇
状
地
を
流
れ
る
牧
田
川
上
流
の
水
は
地
中
へ
浸
透
し
や
す
く
、
日

照
が
続
く
と
す
ぐ
枯
れ
川
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
特
に
石
畑
村
井
水

は
取
水
口
が
一
番
下
流
に
あ
っ
た
た
め
苦
労
も
大
き
く
、
河
底
に
四
角

に
組
ん
だ
丸
太
で
作
っ
た
長
さ
数
百
㍍
の
ト
ン
ネ
ル
を
築
き
、
そ
の
す

き
間
か
ら
落
ち
る
伏
流
水
を
集
め
て
用
水
路
に
流
す
「
筰
樋
」
と
い
う

珍
ら
し
い
工
法
を
考
案
し
、
施
工
し
て
い
る
の
で
す
。
現
在
は
コ
ン
ク

リ
ー
ト
に
作
り
直
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
「
そ
の
長
さ
四
五
四
・
五
㍍
、
樋

管
よ
り
流
れ
に
左
岸
寄
り
に
向
っ
て
四
五
度
の
傾
斜
に
敷
設
す
る
。
側

面
高
さ
五
尺
一
寸
、
（
一
、
五
五
㍍
）
巾
二
尺
一
寸
（
〇
、
六
四
㍍
）
厚
さ
上
部
六

寸
（
〇
、
一
八
㍍
）
下
部
八
寸
（
〇
、
二
四
㍍
）
上
部
（
蓋
）
横
六
尺
七
寸
（
二
、

〇
三
㍍
）
縦
二
尺
一
寸
（
〇
、
六
四
㍍
）
厚
さ
八
寸
（
〇
、
二
四
㍍
）
　
の
コ
ン
ク
リ

―
ト
板
を
組
合
せ
て
作
る
。
し
か
し
中
心
部
一
〇
〇
㍍
の
片
側
は
、
コ

ン
ク
リ
―
ト
板
に
巾
一
寸
（
〇
、
〇
三
㍍
）
長
さ
一
尺
八
寸
（
ロ
、
五
五
㍍
）
の

窓
を
四
ヶ
所
あ
け
格
子
と
な
し
、
川
底
に
敷
設
す
る
。
格
子
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
前
は
転
石
を
積
み
土
砂
の
流
入
を
防
ぐ
、
底
部
は
コ
ン
ク
リ
―

ト
板
を
平
に
舗
填
す
る
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
て
、
現
在
も
働
い
て
い
ま

す
。
筰
樋
は
貴
初
竹
で
作
ら
れ
筰
の
名
も
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
一
滴
の
水
も
逃
す
ま
い
と
苦
心
さ
れ
た
先
人
の
智
恵
の

結
晶
で
、
次
に
は
桧
や
栗
の
丸
太
で
作
り
変
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
と

き
は
大
垣
の
殿
様
か
ら
御
下
賜
金
を
い
た
だ
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
大
正
末
期
現
在
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
に
作
り
直
さ
れ
る
ま
で
、

牧
田
川
の
伏
流
水
を
集
め
つ
づ
け
ま
し
た
。
幸
い
に
、
図
が
残
っ
て
い

る
の
で
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。
（
稲
葉
弘
蔵
）
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一
図

堀
幅
一
丈
三
尺
　
探
三
尺
組
洪
水
ノ
跡

渕
瀬
変
換
ス
ル
砂
特
別
高
低
ア
リ

其
ヶ
所
二
随
ヒ
一
丈
内
外
モ
堀
揚
ル
ヲ

好
ト
ス
大
同
小
異
所
々
ニ
ア
リ

立
筰
栗
材
　
長
四
尺
　
伐
口
四
寸
ノ
杭

末
口
ヲ
三
角
二
尖
シ
堀
ノ
両
脇
二
打
モ
ノ
ナ
リ

中
桁
杭
同
上

桁
ハ
末
口
四
寸
ノ
檜
材
ヲ
以
鎌
継
ニ

ナ
ス
モ
ノ
ナ
リ
　
木
ノ
長
短
不
同

二
図

蓋
筰
檜
真
直
ナ
ル
ヲ
撰
ミ
　
長

一
丈
一
尺
末
口
四
寸
ノ
材
ヲ
以
南
脇

杖
中
桁
ノ
上
ニ
並
べ
ノ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

（
註
）
　
鎌
継
―
木
材
の
継
手
の
一
、
一
万
の
材
の
継
手
の
末
端

が
逆
に
広
が
っ
て
い
て
、
容
易
に
引
き
放
れ
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
。

（
広
辞
苑
）

三
図

甲
蓋
ノ
筰
ユ
ル
ガ
ザ
ル
為
二
柴
石
等
ニ
テ

押
ユ
ル
モ
ノ
ナ
リ
樋
口
ハ
石
籠
ニ
テ
押
ル

四
図

大
雨
洪
水
ノ
セ
ツ
自
然
二
石
砂
ヲ
流
シ
込

堀
口
埋
モ
レ
テ
原
ノ
砂
河
ト
成
モ
ノ
ナ
り

樋
口
ノ
押
工
籠
ハ
顕
然

北
堤
防
ハ
上
石
津
郡
乙
坂
村
分

南
堤
防
ハ
何
郡
何
村
哉

６
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五
図

こ
の
外
に
も
取
水
の
た
め
多
く
の
井
堰
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
大

石
を
敷
き
積
ん
だ
り
、
「
蛇
篭
」
（
竹
で
円
く
細
長
く
粗
く
編
ん
だ
篭
の

中
に
、
栗
石
や
砕
石
な
ど
を
詰
め
た
も
の
）
　
や
「
い
の
こ
」
と
呼
ば
れ

る
木
で
組
ん
だ
井
堰
を
設
け
る
な
ど
水
の
取
り
入
れ
に
は
色
々
工
夫
し

ま
し
た
が
、
洪
水
の
度
に
こ
わ
れ
た
り
、
流
さ
れ
た
り
し
て
新
し
く
作

り
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
て
粒
々
辛
苦
の
来
集

め
ら
れ
た
水
が
流
域
住
民
の
生
命
の
綱
と
し
て
田
畑
を
潤
お
し
ま
し
た
。

牧
田
川
以
外
に
用
水
源
と
し
て
利
用
さ
れ
た
金
華
川
、
小
畑
用
な
ど

も
流
水
量
が
時
と
し
て
充
分
で
な
く
、
こ
れ
ら
か
ら
取
水
し
て
い
る
地

域
で
も
潅
漑
用
水
は
不
足
に
な
り
が
ち
で
し
た
。
こ
こ
ら
で
は
、
用
を

せ
き
と
め
水
の
自
然
流
入
に
よ
る
用
水
取
り
入
れ
に
頼
っ
て
い
ま
し
た

が
、
一
旦
日
照
り
で
水
位
が
低
く
な
る
と
、
そ
れ
こ
そ
命
が
け
の
勤
労

が
昼
夜
の
別
な
く
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
初
期
は
竜
骨
車
を
、
寛
文
頃
か

ら
は
足
踏
水
車
を
用
い
て
水
を
汲
み
上
げ
た
の
で
す
。
特
に
多
く
用
い

ら
れ
た
足
踏
水
車
は
、
竹
を
二
本
立
て
て
水
車
を
結
び
つ
け
、
川
や
池

か
ら
田
の
水
口
の
方
に
か
け
、
人
が
そ
の
上
に
乗
っ
て
踏
む
仕
掛
に
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
苦
労
は
昭
和
に
な
っ
て
機
械
用
水
が
普
及
す

る
ま
で
続
き
ま
し
た
。

竜
骨
車
は
「
り
ゆ
う
こ
し
」
と
も
呼
ば
れ
、
笠
郷
地
区
か
ら
寄
贈
し

て
い
た
だ
い
た
民
具
の
中
に
そ
の
部
品
が
あ
り
、
先
祖
の
ご
苦
労
を
偲

ぶ
遺
品
と
し
て
養
老
町
の
民
俗
資
料
収
蔵
庫
に
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い

ま
す
。

竜骨車

世界大百科事典（平凡社）より

足踏水車 昭和３５年野田清影撮影
大垣輪中調査報告書より

６６



３
、
掘
抜
井
戸
と
棟
井
戸
（
は
り
ぬ
き
い
ど
、
か
ぶ
い
ど
）

西
南
漉
一
帯
の
輪
中
地
域
は
沖
積
平
野
で
、
地
下
数
百
㍍
の
深
さ
ま

で
、
礫
、
砂
、
粘
土
な
ど
が
幾
重
と
な
く
層
を
な
し
、
水
を
通
さ
な
い

粘
土
層
と
粘
土
層
と
の
間
に
、
水
を
通
す
砂
利
層
が
幾
重
も
あ
っ
て
帯

水
層
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
層
は
北
方
か
ら
南
方
に
傾
斜
し
て
お
り
、

北
方
、
西
方
の
山
麓
か
ら
地
中
に
入
っ
た
水
が
、
絶
え
ず
地
下
を
流
れ

て
い
る
た
め
、
井
戸
を
掘
る
と
地
下
水
は
自
然
に
地
上
に
わ
き
出
ま
す
。

掘
抜
井
戸
は
天
明
二
年
二
七
八
二
）
大
垣
の
蒟
蒻
屋
文
七
が
考
案
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
技
術
が
輪
中
に
導
入
さ
れ
た
の
は
寛

政
二
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
頃
と
み
ら
れ
、
清
浄
で
夏
冷
た
く
冬
暖

か
い
水
が
、
豊
富
に
し
か
も
簡
単
に
自
噴
す
る
た
め
、
た
ち
ま
ち
西
濃

地
方
一
帯
に
ひ
ろ
が
リ
、
全
国
で
も
有
名
な
自
噴
水
の
地
域
に
な
り
ま

し
た
。
井
戸
は
大
た
い
北
は
浅
く
、
南
に
い
く
に
つ
れ
て
深
く
な
り
、掘抜井戸の区域図

（ひらけゆく郷土養老より）

大
別
し
て
　
「
浅
井
戸
」
　
と
百
聞
掘
り
と
も
言
わ
れ
た
　
「
深
井
戸
」
　
と
に

分
か
れ
、
生
活
用
水
と
し
て
重
宝
さ
れ
ま
し
た
が
、
灌
漑
用
に
も
大
い

に
役
立
ち
ま
し
た
。

然
し
上
郷
で
の
掘
抜
井
戸
の
普
及
は
、
土
地
の
低
い
下
郷
に
た
ま
り

水
（
悪
水
）
を
い
っ
そ
う
溢
れ
さ
せ
、
稲
や
そ
の
他
の
作
物
を
腐
ら
せ

て
し
ま
い
ま
す
。
排
水
機
の
無
か
っ
た
時
代
、
下
の
村
々
は
上
の
村
に

樋
門
の
費
用
を
負
担
さ
せ
た
り
、
井
戸
の
本
数
を
制
限
す
る
な
ど
の
約

定
を
結
び
ま
し
た
。
こ
の
制
度
を
「
株
井
戸
制
」
と
い
い
、
許
し
の
な

い
井
戸
は
掘
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
下
笠
輪
中
で
は
、

一
、
掘
抜
井
戸
所
有
者
に
は
鑑
札
を
渡
し
、
井
戸
の
現
場
に
標
木
を
置
く
。

二
、
新
ら
し
く
、
み
だ
り
に
井
戸
を
掘
ら
な
い
。

三
、
も
し
隠
し
井
戸
が
発
見
さ
れ
れ
ば
相
当
に
処
分
さ
れ
、
ま
た
直
ち
に

埋
め
る
こ
と
。

四
、
必
要
上
ど
う
し
て
も
井
戸
を
掘
り
た
い
時
は
、
定
ま
っ
た
金
額
を
支

払
う
こ
と
。

な
ど
を
決
め
て
い
ま
す
。
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
上
之
郷
村
の
掘

抜
井
戸
は
二
十
七
株

あ
り
ま
し
た
。
慶
応

元
年
（
一
八
六
五
）

六
月
、
大
野
村
二
株
、

舟
付
村
十
七
株
、
栗

笠
村
三
十
二
株
、
上

之
郷
村
三
十
七
株
と

掘抜井戸（ロケ島）
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報
告
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
と
き
別
に
栗
笠
村
に
十
、
下
笠
村
に
一
、

計
十
一
の
無
株
背
き
井
戸
が
発
見
さ
れ
、
直
ち
に
埋
め
る
と
共
に
、
天

保
年
度
の
規
定
を
相
守
る
よ
う
、
下
笠
輪
中
各
村
役
人
か
ら
小
坪
新
田
、

駒
野
新
田
（
現
南
濃
町
）
釜
之
段
各
村
庄
屋
宛
に
詫
び
状
を
入
れ
て
い

ま
す
。そ

の
翌
月
、
大
野
、
舟
付
、
栗
笠
、
下
笠
の
四
ケ
村
は
違
反
の
な
い

よ
う
、
改
め
て
次
の
申
し
合
わ
せ
を
き
め
ま
し
た
。

一
、
在
来
井
戸
の
持
主
へ
鑑
札
を
渡
す
。
但
し
井
戸
一
つ
に
つ
き
鑑
札
一

枚
で
、
十
年
毎
に
改
督
す
る
。

二
、
毎
年
正
月
中
、
四
ケ
村
立
会
の
上
背
き
井
戸
が
な
い
か
巡
回
吟
味
す

る
。

三
、
井
戸
株
一
つ
に
つ
き
年
々
銀
一
匁
ず
つ
負
担
す
る
。
こ
の
お
金
は
井

戸
改
め
順
村
の
節
、
出
勤
料
、
雑
用
代
の
内
金
と
し
て
渡
す
こ
と
。

四
、
背
き
井
戸
が
あ
っ
た
場
合
は
、
過
料
金
三
両
を
出
さ
せ
、
輪
中
立
会

の
上
埋
め
こ
む
こ
と
。
右
の
金
子
は
輪
中
で
預
っ
て
お
く
こ
と
。

五
、
水
を
別
の
所
へ
引
い
た
り
、
分
水
し
た
り
す
る
場
合
も
必
ず
庄
屋
へ

届
け
出
る
こ
と
。

下
の
村
々
で
も
井
戸
は
制
限
さ
れ
、
例
え
ば
有
尾
村
で
井
戸
は
三
本
、

株井戸鑑札

（笠郷小学校蔵）

大
場
村
で
は
掘
抜
井
戸

は
許
さ
れ
ず
、
生
活
用

水
は
川
水
を
用
い
て
い

ま
し
た
。
江
月
、
祖
父

江
な
ど
で
も
同
様
井
戸

は
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

４
、
河
間
（
が
ま
）

西
濃
地
方
に
は
、
別
に
河
間
と
呼
ば
れ
る
泉
が
あ
り
ま
す
。
牧
田
川
、

相
川
な
ど
の
水
は
扇
状
地
の
所
で
深
く
地
中
に
浸
み
こ
ん
で
、
数
段
の

地
下
帯
水
層
を
造
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
最
も
浅
い
も
の
が
扇
状
地
の
末

端
で
自
然
に
湧
き
出
て
い
る
の
が
河
間
で
、
い
つ
も
美
し
い
水
が
湧
い

て
い
ま
し
た
。
巣
を
作
る
珍
ら
し
い
魚
「
ハ
リ
ヨ
」
　
（
と
げ
う
お
類
、
イ

ト
ヨ
科
、
イ
ト
ヨ
の
一
亜
種
）
な
ど
も
い
て
、
洗
い
も
の
な
ど
に
利
用

さ
れ
る
外
、
こ
ん
‐
‐
と
湧
く
清
水
は
用
水
と
し
て
も
貴
重
な
存
在
で

し
た
。
例
え
ば
、
飯
田
村
で
は
字
田
村
の
河
間
か
ら
用
水
を
と
り
、
昭

和
四
〇
年
ま
で
年
貢
三
俵
を
払
っ
て
い
ま
し
た
。
河
間
は
町
の
西
部
地

可間などにいたハリヨ

美しい水が湧いていた河間（小倉）
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域
に
多
く
出
て
い
ま
し
た
。

５
、
悪
水
の
利
用

輪
中
内
の
悪
水
は
他
の
輪
中
を
通
過
さ
せ
て
貰
っ
て
落
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
少
な
か
ら
ぬ
代
米
と
、
厳
し
い
制
約
が
強

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
悪
水
を
下
地
の
方
で
用
水
と
し
て
利
用
し

た
い
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
前
掲
享
保
六
年
文
書
に
あ
る
よ
う

に
、
多
芸
輪
中
の
中
で
も
比
較
的
上
の
方
に
所
在
し
て
い
た
上
之
郷
、

栗
笠
、
船
付
、
東
岩
道
、
西
署
道
な
ど
の
各
村
は
、
金
草
川
と
押
越
、

島
田
両
村
の
悪
水
か
ら
用
水
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
島
田
悪
水
は
、

上
流
の
松
の
木
、
中
起
、
道
他
、
治
郎
三
、
蒲
原
、
丑
墳
、
五
郎
右
起

（
何
れ
も
現
大
字
高
田
内
の
小
字
）
　
で
年
々
溜
り
が
ひ
ど
く
、
そ
の
排

水
に
非
常
に
困
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
下
流
で
こ
の
悪
水
を
利
用
し
て

も
ら
う
こ
と
は
好
都
合
で
し
た
。
然
し
こ
の
水
の
需
要
も
田
植
期
ご
ろ

の
僅
か
な
期
間
だ
け
で
、
あ
と
は
悪
水
と
し
て
滞
っ
て
し
ま
う
の
で
し

た
。

６
、
水
番

個
々
の
田
へ
も
水
を
入
れ
る
に
は
順
番
が
あ
り
ま
し
た
。
然
し
取
水

の
番
で
も
油
断
を
し
て
い
る
と
、
水
口
を
と
め
て
し
ま
っ
て
自
分
の
田

へ
先
き
に
入
れ
よ
う
と
す
る
人
が
い
る
の
で
、
夜
も
寝
ず
に
番
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
労
も
あ
り
ま
し
た
。

７
、
雨
乞
い

字
田
村
五
社
神
社
の
記
録
に
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
　
の
雨
乞

い
歌
を
記
し
、
郡
志
、
町
史
に
も
収
録
さ
れ
て
、
古
老
の
中
に
は
今
も

こ
の
歌
を
覚
え
て
お
ら
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
が
、
旱
天
が
続
き
、
用
水

は
細
々
と
し
て
枯
れ
て
ゆ
く
田
畑
を
前
に
必
死
に
祈
る
思
い
が
こ
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

「
寛
政
二
年
雨
乞
歌
」
（
養
老
郡
志
に
よ
る
）

一
　
寛
政
二
つ
い
ぬ
の
年
、
み
な
月
半
ば
に
旱
り
あ
が
り
、
山
田
の
水

も
細
々
と
宇
田
樋
の
水
も
絶
え
‐
‐
に
、
多
く
の
田
畑
は
枯
れ
い
た
み
、

百
姓
の
な
げ
き
い
か
ば
か
り
、
な
が
の
ひ
で
り
が
く
る
し
き
に
氏
神
様

へ
雨
を
乞
う
、
無
理
も
こ
ま
り
の
雨
乞
に
日
の
も
と
な
れ
ば
照
り
も
し

つ
、
さ
り
と
て
は
又
あ
め
が
下
、
神
も
感
応
ま
し
ま
し
て
、
俄
か
に
黒

雲
ま
い
下
り
、
お
慈
悲
の
雨
は
千
早
振
る
。

二
　
ゆ
る
き
ま
わ
り
や
戌
の
年
、
六
月
半
に
て
り
あ
が
り
、
山
田
の
水
も

細
々
と
、
宇
田
樋
の
口
も
た

え
だ
え
に
、
村
の
て
み
づ
は

絶
え
き
り
て
、
田
畑
の
い
た

み
は
日
に
ま
さ
り
、
氏
子
う

ち
よ
り
神
さ
ま
へ
、
雨
乞
か

け
れ
ば
ご
り
し
ょ
う
で
、
空

に
黒
雲
た
ち
お
お
い
、
雨
は

時
々
ふ
り
し
き
る
、
う
る
お

い
め
ぐ
り
て
田
畑
ま
で
、
作

り
は
青
々
生
い
し
げ
る
。
ち

は
や
ふ
り
し
も
御
当
社
の
、

神
の
め
ぐ
み
ぞ
あ
り
が
た
き
。

五社神社（宇田）

９６



三
慈
に
寛
政
戌
の
年
、
六
月
半
ば
に
照
り
上
り
、
棚
織
ち
か
う
雨
ふ

ら
ず
、
星
に
は
か
は
り
か
み
も
た
え
、
雨
を
い
の
り
の
か
し
わ
手
に
、

氏
子
の
な
げ
き
を
あ
わ
れ
み
て
、
龍
神
た
ち
も
納
受
あ
り
、
雨
乞
す
り

ゃ
又
ふ
る
雨
は
、
お
す
ず
み
さ
ま
（
住
吉
神
社
）
の
み
さ
ら
し
を
、
わ

け
て
た
ま
わ
る
神
慮
な
り
。

四
な
る
神
月
の
半
ば
よ
り
、
き
ょ
う
ま
で
雨
の
ふ
ら
ざ
る
に
、
作
り
の

い
た
み
苦
に
せ
ま
り
、
氏
神
様
へ
雨
を
乞
う
、
其
こ
と
わ
ざ
に
龍
神
の
、

御
名
を
幟
に
か
き
お
さ
め
、
氏
子
集
り
ひ
び
‐
‐
に
、
雨
を
ね
が
い
の

法
螺
太
鼓
、
神
の
め
ぐ
み
は
遠
か
ら
ず
、
ぬ
れ
て
か
え
ろ
よ
神
の
庭
。

五
段
々
ひ
で
り
が
つ
づ
く
故
、
作
り
の
い
た
み
い
や
ま
さ
り
、
五
社

御
前
へ
雨
乞
え
ば
、
氏
子
救
い
の
神
慮
に
て
、
利
生
の
雨
や
折
々
に
温

い
あ
り
て
田
畑
ま
で
、
た
つ
や
み
ど
り
も
青
々
と
、
臥
し
た
る
千
草
も

色
め
き
て
、
五
穀
の
み
の
り
も
ま
す
‐
‐
に
、
神
の
恵
み
を
祈
り
け
り
。

六
追
々
雨
を
た
ま
わ
れ
ど
、
地
の
う
る
お
い
も
日
に
か
わ
き
、
井
水

も
次
第
に
細
く
な
り
、
作
り
の
い
た
み
も
多
き
故
、
口
々
願
う
雨
乞
を
、

神
も
御
受
納
ま
し
‐
‐
て
、
龍
神
た
ち
も
し
ろ
し
め
し
、
氏
子
の
難
儀

あ
わ
れ
み
て
、
神
の
恵
み
の
一
雨
を
し
っ
ぽ
り
願
い
奉
る
。

山
こ
れ
‐
‐
ご
ら
ん
ぜ
御
ら
ん
な
れ
、
雨
の
ね
が
い
の
一
通
り
、
長

の
ひ
で
り
が
つ
づ
く
故
、
多
く
の
田
畑
か
れ
い
た
み
、
幟
の
数
と
諸
共

に
、
な
げ
き
は
日
に
ま
し
夜
に
せ
ま
り
、
吹
き
く
る
風
も
心
し
て
、
作

り
は
よ
け
て
い
た
ま
せ
な
、
氏
子
の
難
儀
か
へ
り
み
て
、
し
っ
ぽ
り
一

雨
た
ま
わ
ら
ば
、
作
り
も
青
々
生
い
茂
り
、
人
の
心
も
の
び
や
か
に
、

祈
ら
せ
た
ま
え
と
神
様
へ
、
お
し
て
願
い
し
雨
乞
も
、
雨
乞
い
そ
め
て

き
ょ
う
迄
に
、
最
早
七
日
の
願
納
め
、
長
の
日
照
も
き
ょ
う
ば
か
り
、

ぬ
れ
て
か
え
ら
ん
う
れ
し
さ
に
。

八
　
七
日
の
あ
め
も
乞
い
お
さ
め
、
又
も
や
ね
が
う
雨
乞
は
、
神
慮
も

恐
れ
ず
下
と
か
み
、
は
る
か
に
似
た
れ
ど
神
力
、
な
う
し
て
外
は
な
し
、

氏
子
す
く
い
の
一
雨
を
、
是
非
し
っ
ぽ
り
と
願
う
な
り
。

九
　
日
に
ま
し
日
照
の
つ
づ
く
放
、
作
り
の
い
た
み
か
ぎ
り
な
く
、
雨

を
し
た
い
し
人
心
、
た
と
え
ん
方
も
な
き
雨
を
、
こ
い
し
‐
‐
の
又
願

い
、
と
て
も
か
く
て
も
御
利
生
の
、
あ
ら
ん
限
り
ぞ
願
う
な
り
。

十
　
い
ま
だ
に
つ
づ
く
長
ひ
で
り
、
数
多
の
河
水
た
え
き
り
て
、
作
り

や
し
な
う
て
だ
て
な
く
、
是
迄
精
々
作
り
た
て
、
今
し
ば
ら
く
に
枯
れ

ん
こ
と
、
何
と
な
が
め
て
い
ら
り
ょ
う
ぞ
、
迚
も
此
上
凡
力
の
、
及
ば

ぬ
天
地
の
変
化
な
り
、
五
日
の
風
や
十
日
の
雨
が
、
下
て
る
日
の
ひ
か

り
、
諸
神
の
加
護
や
天
と
う
の
、
慈
悲
仁
愛
の
め
ぐ
み
に
て
、
元
来
弘

誓
の
い
な
び
か
り
、
こ
う
ば
く
じ
ゅ
大
の
一
雨
を
、
ふ
ら
し
め
た
ま
え

と
い
の
る
な
り
、
ま
ず
神
前
を
見
奉
れ
ば
、
や
し
ろ
の
作
り
は
瓦
破
風
、

お
屋
根
に
金
紋
か
が
や
け
り
、
龍
神
た
ち
も
寄
り
集
っ
て
、
空
に
黒
雲

絶
間
も
な
し
に
、
神
力
応
護
の
雨
た
ま
わ
る
や
、
此
神
様
へ
雨
乞
す
れ

ば
、
が
つ
ほ
の
し
み
づ
に
黒
雲
さ
が
り
、
清
水
を
ま
き
あ
げ
雨
ふ
ら
す
。

「
上
方
の
雨
乞
い
」

上
方
村
（
五
日
市
村
西
北
）
附
近
一
帯
の
扇
状
地
は
昔
か
ら
水
に
乏

し
い
土
地
で
あ
っ
て
、
日
旱
り
続
き
に
な
る
と
飲
料
水
は
も
と
よ
り
、

稲
作
の
用
水
も
不
足
し
、
そ
れ
こ
そ
ま
こ
と
に
死
活
問
題
で
し
た
。
頼

み
の
綱
と
し
て
い
た
番
水
も
少
く
な
る
と
村
中
の
者
が
神
社
の
境
内
に
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集
っ
て
一
心
に
雨
乞
い
を
し
ま
し
た
。
い
よ
‐
‐
深
刻
き
を
増
す
と
神

職
の
御
祈
祷
の
後
、
村
中
の
男
が
大
幟
を
お
し
た
て
、
上
方
山
の
頂
上

に
祀
る
弁
天
さ
ん
ま
で
登
り
祈
願
を
こ
め
ま
し
た
。
後
年
は
こ
の
山
登

り
を
や
め
て
村
中
の
者
が
日
中
に
宮
ご
も
り
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
う
し
て
村
人
の
祈
願
が
神
に
通
じ
十
分
の
雨
を
い
た
だ
く
と
、

そ
の
お
礼
に
宮
山
に
何
百
と
い
う
灯
篭
を
大
の
字
形
に
つ
け
、
老
若
男

女
揃
い
の
編
笠
姿
で
踊
り
あ
か
し
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
日
は
近
郷
か

ら
も
見
物
人
が
わ
ん
さ
と
お
し
か
け
、
踊
り
の
中
心
の
境
内
に
は
奉
納

の
神
酒
が
も
の
す
ご
く
並
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
養
老
町
史
よ
り
）

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
養
老
公
園
に
妙
見
堂
が
建
立
さ
れ
、
妙

見
大
菩
薩
を
お
祀
り
し
ま
し
た
が
、
此
所
は
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）

身
延
山
法
主
寂
照
院
日
乾
上
人
が
祈
雨
さ
れ
た
霊
場
の
事
で
す
。

橋
爪
厳
島
神
社
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
二
六
日
、
雨
乞
い

の
た
め
竹
生
島
弁
財
天
の
影
像
を

勧
請
し
、
岡
山
頂
上
に
安
置
さ
れ

ま
し
た
。
祭
礼
当
日
は
井
組
七
ケ

村
各
村
の
人
々
が
参
集
し
、
祭
式

は
甚
だ
盛
ん
で
あ
っ
た
と
の
こ
と

で
す
。厳

島
神
社
は
外
に
上
方
、
瑞
穂
、

宇
田
な
ど
に
も
祀
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
祭
神
伊
都
伎
島
神
は
水
の
神

様
で
、
弁
天
さ
ん
と
慕
わ
れ
、
今

白鳥神社（上方）

も
年
々
お
祭
り
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

多
度
神
社
へ
の
雨
乞
い
は
、
十
五
人
～
二
十
人
の
、
丈
夫
で
よ
く
走

る
人
が
選
ば
れ
、
三
人
～
五
人
が
一
組
と
な
っ
て
第
一
組
が
神
社
で
雨

乞
い
の
祈
願
を
し
、
金
銀
黒
の
御
幣
を
頂
き
、
こ
れ
を
捧
げ
て
駈
け
足

で
帰
っ
て
く
る
と
、
途
中
三
～
四
ヶ
所
の
お
宮
に
次
の
組
が
待
ち
う
け

て
い
て
こ
れ
を
受
け
と
り
、
リ
レ
ー
し
て
最
後
の
組
が
村
の
氏
神
へ
御

幣
を
納
め
る
と
、
一
般
村
民
も
全
部
集
ま
っ
て
必
死
に
祈
願
し
ま
し
た
。

揖
斐
郡
の
山
奥
の
夜
叉
ケ
池
の
龍
神
も
篤
く
信
仰
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

雨
乞
い
に
は
代
表
が
山
頂
の
池
か
ら
神
水
を
い
た
だ
い
て
帰
り
、
こ
れ

を
お
供
え
し
て
村
人
全
員
が
お
籠
り
を
し
ま
し
た
。
七
日
で
も
八
日
で

も
雨
が
降
る
ま
で
お
祈
り
は
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

待
望
の
雨
が
降
る
と
、
「
雨
喜
こ
び
」
と
言
っ
て
、
村
中
一
せ
い
に
仕

事
を
休
ん
で
喜
こ
び
を
分
か
ち
合
い
ま
し
た
。
雨
乞
い
は
村
全
体
の
大

厳島神社（橋爪）

弁天さま（宇田）
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夜叉ケ池

切
な
行
事
で
、
そ
の
寄
会
い
に

出
席
し
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題

に
な
り
、
親
類
も
連
署
し
て
村

役
人
へ
入
れ
た
寛
政
六
年
（
一

七
九
四
）
　
の
詫
証
文
一
札
が
町

史
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
村

を
あ
げ
て
の
行
事
で
す
の
で
、

こ
う
し
た
雨
乞
い
を
す
る
に
も

昔
は
許
可
が
必
要
で
、
竜
泉
寺

夜叉姫伝説　　　（安八郡神戸町発行）
その昔、美濃の国神戸（現在の安八郡神戸町）に郡司

安八太夫という長者（石原伝兵衛氏の先祖）がいてたく
さんの田んぼをもっていた。

ある年、大変な目照りがつづき安八太夫をはじめ多く
の村人たちは空を眺めて途方に暮れていた。信心のあつ
い太夫は、これを救おうと毎日お宮にお参りして願いを
かけていたところ、ある日、かわききった田んぼで、ふ

と、小さなへびに出あった。太夫は、このへびにむかっ
て「お前が雨を降らせてくれたならどんな願いもかなえ

よう」と一人ごとを言って家へ帰った。太夫が家に帰る
と不思議に持ちに待った雨が降りだした。
雨は一日中降りつづき、田んぼにたっぷ団と水がたまり
虚作物はみんな生き返った。村人たちは小おどりして喜
び合った。その喜びも束の間、雨の翌日、へびは、山伏

姿になって現われ太夫の三人娘のうち中の娘を嫁にとつ
れて揖斐川をのぼっていった。泣きながらつけた紅、お
しろい、水鏡にうっった不びんな夜叉姫の面影を太夫は
忘れることができなかった。

その後、安八太夫は、たびたび夜叉ヶ池を尋ね、龍神
となった夜叉姫の姿をしのぶのであった。
こうしたことがあってから、日照りがつづくと村人た

ちは、紅、おしろいを土産に、龍の池、夜叉ヶ池に祈り
をささげるならわしとなった。

いまも美しい伝説として語り伝えられています。

西
脇
家
に
は
郡
奉
行
か
ら
の
雨
乞
許
可
申
渡
状
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
竜
泉
寺
　
西
脇
富
夫
所
蔵
）

二

　

排

　

　

水

１
、
悪
水
停
滞
の
要
因
と
そ
の
影
響

悪
水
と
い
う
の
は
、
輪
中
の
中
に
降
水
な
ど
に
よ
る
水
が
不
必
要
に

多
く
滞
溜
し
、
稲
な
ど
を
腐
ら
せ
生
産
力
を
低
下
さ
せ
る
場
合
に
、
そ

の
不
用
の
水
を
さ
す
の
で
す
。
な
ぜ
悪
水
が
溜
る
か
と
い
え
ば
、
一
、
悪

水
の
供
給
が
増
加
す
る
こ
と
、
二
、
悪
水
の
排
除
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
、

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
先
ず
悪
水
増
加
の
原
因
と
し
て
は
、
降
水
や
河
間

の
外
に
堀
抜
井
戸
の
普
及
が
あ
り
ま
す
。
堀
抜
井
戸
は
生
活
に
も
、
灌

漑
に
も
大
へ
ん
役
立
ち
ま
し
た
が
、
昼
夜
を
わ
か
た
ず
ど
ん
‐
‐
と
湧

き
出
る
水
は
悪
水
と
な
っ
て
低
部
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
り
、
前
掲
の

株
井
戸
の
制
度
が
出
来
ま
し
た
。

次
に
輪
中
堤
の
な
い
と
き
に
は
、
後
背
低
湿
地
な
ど
の
低
地
一
帯
が

遊
水
地
の
役
割
を
果
た
し
、
水
害
の
程
度
を
や
わ
ら
げ
ま
し
た
が
、
輪
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中
堤
が
築
か
れ
る
と
、
河
水
は
輪
中
の
外
だ
け
し
か
流
れ
得
な
い
こ
と

に
な
り
、
そ
こ
へ
牧
田
川
な
ど
の
よ
う
に
流
れ
出
た
土
砂
が
年
々
積
み

重
な
っ
て
河
床
を
非
常
に
高
く
し
、
所
謂
「
天
井
川
」
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
大
雨
の
時
に
は
河
川
に
水
が
溢
れ
て
少
な
か
ら
ぬ
水
害
を

及
ぼ
し
ま
す
。
そ
こ
で
水
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
堤
防
を
高

く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
土
砂
の
堆
積
と
堤
防
の
か
さ
上
げ
と

が
繰
り
返
さ
れ
、
河
床
は
益
々
高
く
な
り
、
危
険
は
増
加
す
る
一
方
で

し
た
。
例
え
ば
牧
田
川
沿
い
の
直
江
村
（
今
の
南
直
江
）
　
で
は
、
牧
田

南直江付近（明治２４年陸地測量部　測図）

川
の
水
害
が
ひ
ど
く
、
作

物
は
腐
り
、
屋
敷
は
池
同

様
に
な
っ
た
水
に
幾
か
月

も
つ
か
っ
て
し
ま
い
、

人
々
は
非
常
に
困
っ
て
農

業
を
続
け
る
こ
と
も
難
か

し
い
状
態
で
、
天
明
七
年

（
一
七
八
七
）
に
は
、
「
当

村
は
両
方
に
牧
田
川
を
か

か
え
、
ま
た
そ
の
川
底
が

高
く
な
っ
て
年
々
水
害
絶

え
間
な
く
、
高
七
十
石
の

稲
み
な
腐
っ
て
大
へ
ん
難

渋
し
て
い
ま
す
。
更
に
当

年
は
米
が
非
常
に
高
価
で

食
べ
ら
れ
ず
、
そ
の
上
住
む
家
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
堤
防
の
上
な

り
と
、
道
ぐ
ろ
な
り
と
も
拝
借
し
て
小
屋
掛
け
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
」

と
痛
切
に
訴
え
出
て
い
ま
す
。
そ
の
後
現
在
の
牧
田
川
の
北
岸
に
移
住

す
る
者
が
多
く
な
り
、
南
を
本
郷
、
北
を
新
屋
敷
と
い
い
ま
し
た
。

祖
父
江
村
で
も
排
水
は
困
難
で
、
一
年
お
き
か
、
二
年
お
き
に
し
か

米
は
と
れ
ず
、
「
鯰
に
な
っ
て
高
渕
を
喰
い
抜
き
た
い
」
と
い
う
の
が
古

人
の
切
な
る
願
い
で
し
た
。
悪
水
を
通
さ
せ
て
貰
う
上
笠
村
へ
は
、
お

祭
り
で
も
太
鼓
も
た
た
け
な
い
位
遠
慮
し
て
い
ま
し
た
。

蛇
持
村
で
も
、
「
十
年
に
一
度
ぐ
ら
い
は
よ
い
年
も
あ
る
の
で
我
慢
し

よ
う
」
と
言
わ
れ
、
悪
水
の
被
害
に
耐
え
て
き
ま
し
た
。

２
、
除
（
よ
げ
）

大
き
い
輪
中
で
は
、
所
々
に
内
除
、
小
土
手
を
築
廻
し
、
必
要
に
応

じ
て
圦
樋
を
設
け
排
水
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
小
堤
は
除
と
い
わ
れ
、

回
堤
形
態
の
輪
中
堤
は
外
水
に
対
し
、
除
は
同
一
輪
中
内
の
内
水
処
理

を
目
的
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
同
一
輪
中
内
で
高
さ
の
違
う
村
で

は
激
し
い
対
立
の
原
因
と
な
り
ま
し
た
。
上
と
下
の
村
で
は
、
除
の
高

さ
に
つ
い
て
堅
く
約
定
を
交
し
、
勝
手
に
高
く
も
、
低
く
も
す
る
こ
と

は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
除
の
革
は
刈
ら
な
い
よ
う
に
し
た
」
と
か
、

「
袂
に
小
石
を
い
れ
て
行
き
、
除
の
上
へ
そ
っ
と
落
し
て
通
っ
た
」
と

か
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
除
の
中
心
部
は
粘
土
と
石
灰
で
堅
く
か

た
め
た
「
鋼
―
は
が
ね
」
と
呼
ば
れ
る
芯
が
作
ら
れ
て
い
て
、
漏
水
を

防
ぐ
と
共
に
、
除
の
高
さ
を
も
決
め
て
い
ま
し
た
。
鋼
は
本
堤
防
に
も

入
れ
ら
れ
て
お
り
昭
和
五
一
年
の
洪
水
で
決
壊
寸
前
の
杭
瀬
川
堤
が
、
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外廓輪中と内廓輪中のモデル、この小堤
が除と呼ばれる

（安藤萬寿男著「輪中」より）

鋼
の
お
か
げ
で
助
か
っ
た
の
も
記
憶
に
新
ら
し
い
こ
と
で
す
。

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
大
塚
村
と
直
江
村
は
、
牧
田
川
の
川
底
が

高
く
な
り
、
大
塚
村
に
多
い
湧
水
が
排
水
で
き
な
い
ば
か
り
か
出
水
の

時
に
は
村
の
中
へ
水
が
入
っ
て
く
る
の
で
、
牧
田
川
沿
い
に
堤
を
築
い

て
ほ
し
い
と
願
い
出
ま
し
た
。

同
年
、
金
屋
、
飯
積
、
祖
父
江
、
飯
田
、
飯
積
、
宇
田
の
六
ケ
村
は
、

土
地
が
低
い
上
に
牧
田
川
に
近
い
の
で
、
川
の
水
行
を
よ
く
し
て
貰
う

か
、
六
ケ
村
を
囲
う
堤
を
作
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
出
ま
し
た
。

又
大
坪
村
も
色
目
川
が
曲
り
く
ね
っ
て
、
少
し
の
出
水
で
も
悪
水
が
溢

れ
る
の
で
水
落
ち
を
よ
く
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
工
事
に
つ
い
て
、
笠
松
代
官
所
は
よ
く
調
査
、
調
整
し
た

上
設
計
し
て
、
百
姓
自
普
請
に
よ
る
工
事
を
許
可
し
ま
し
た
。
こ
の
と

き
多
芸
郡
内
八
ケ
村
が
十
五
ヶ
条
の
協
約
を
結
び
ま
し
た
が
、
そ
の
中

除の芯にいれられている銅

鼻橋附近の除

に
は
、

一
、
飯
田
堤
防
は
三
ケ
村
御
堤
（
飯
積
輪
中
堤
）
が
不
丈
夫
で
あ
る
の
で
、

修
覆
で
き
る
ま
で
二
尺
（
〇
、
六
㍍
）
低
く
し
て
お
く
こ
と
。

一
、
大
坪
村
、
蛇
持
村
の
瀬
替
え
は
、
村
の
中
を
通
す
な
ら
ば
何
の
申
し

分
も
な
い
が
、
高
さ
は
室
原
堤
よ
り
低
く
し
て
お
く
こ
と
。

そ
の
他
細
い
点
ま
で
き
め
て
い
ま
す
が
、
特
に
除
の
高
さ
に
つ
い
て

は
厳
し
く
、
役
人
も
署
名
し
て
い
ま
す
。

元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
　
七
月
四
日
の
洪
水
で
、
金
屋
、
直
江
両
村

が
水
除
堤
を
飯
積
側
へ
切
落
し
た
こ
と
か
ら
紛
争
が
起
き
ま
し
た
。
こ

の
と
き
は
笠
松
の
役
人
が
仲
に
立
っ
て
く
れ
て
、
表
沙
汰
に
な
ら
ず
に

解
決
で
き
ま
し
た
。
飯
積
村
は
内
法
一
尺
二
寸
（
〇
、
三
六
㍍
）
、
直
江
、
金

屋
両
村
は
内
法
一
尺
五
寸
（
〇
、
四
五
㍍
）
　
の
樋
管
を
伏
せ
、
切
り
落
し
た
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除
も
夫
々
分
担
し
て
築
き
直
し
、
今
後
洪
水
の
際
に
は
双
方
か
ら
出
会

っ
て
樋
管
を
開
き
、
水
を
通
す
よ
う
約
束
し
ま
し
た
。

３
、
定
杭
（
じ
ょ
う
ぐ
い
）

隣
接
し
た
村
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
は
除
の
高
さ
で
あ
る
こ
と
は
前

に
述
べ
ま
し
た
が
、
高
け
れ
ば
上
の
村
に
湛
水
し
、
低
け
れ
ば
下
の
村

へ
水
が
流
れ
こ
み
ま
す
。
こ
の
対
立
の
和
解
調
停
の
た
め
に
慣
行
さ
れ

た
約
束
が
「
定
枕
」
で
す
。
最
近
土
地
改
良
の
際
、
直
江
、
飯
積
間
の

除
が
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
五
本
の
定
杭
が
埋
め
こ
ま
れ

て
い
ま
し
た
（
内
四
本
は
堀
り
出
さ
れ
て
多
芸
公
民
館
に
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
残
る
一
本
は
高
速
道
路
の
下
に
な
っ
た
の
か
行
方
が
わ
か

り
ま
せ
ん
）
。
縦
一
七

セ
ン
チ

メ

ー

ト

ル

、
横
一
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

角
の
石
柱
で
、
高
さ
は
一
二

四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

、
そ
の
中
の
二
本
に
は
左
の
文
字
が
彫
り
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。

除
　
川
南
田
面
ヨ
リ
高
三
尺
八
寸
　
萬
一
田

床
高
二
相
成
時
ハ
其
田
面
ヨ
リ
量
出
シ
馬
踏
九
尺

除から掘り出された定杭

（多芸公民館蔵）

根古地水越定杭① 同定杭② 除と定杭（直江）

上
図
石
柱
の
上
面
が
除

の
高
さ
を
示
し
、
こ
れ
よ

り
高
く
も
、
低
く
も
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
高

さ
の
基
準
は
直
江
（
新
屋

敷
）
地
区
の
屋
敷
の
高
さ

と
い
わ
れ
、
こ
れ
以
上
増

水
す
る
と
越
場
か
ら
水
を

落
と
し
ま
し
た
。

根
古
地
新
田
（
現
瑞
穂
）

は
寛
永
一
八
年
二
六
四

一
）
開
墾
を
願
い
出
て
い

ま
す
が
、
そ
の
後
根
古
地

村
と
の
間
に
約
定
が
結
ば

れ
ま
し
た
。
根
古
地
八
幡

神
社
の
東
方
に
「
水
越
定

杭
」
を
設
け
、
こ
の
上
点

ま
で
水
が
来
る
と
、
村
境

に
あ
る
第
二
の
走
杭
の
高

さ
ま
で
、
除
の
上
部
の
土

を
除
き
、
水
を
新
田
側
へ

落
と
す
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
土
を
除
く
と
き
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根古地水越定杭①

根古地定杭②

高
さ
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
、
除
の
中
に
板
が
敷
い
て
あ
り
ま
し
た
。

（
宝
暦
九
年
―
一
七
五
九
、
約
定
）

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
大
坪
村
、
室
原
村
境
の
江
通
り
、
用
水
掛

り
及
び
悪
水
落
が
論
争
と
な
り
、
祖
父
江
、
綾
野
（
現
大
垣
市
）
両
村

庄
屋
が
仲
に
立
っ
て
話
し
合
い
、
双
方
納
得
の
上
内
済
証
文
を
取
り
交

し
て
い
ま
す
。

室
原
村
吉
十
郎
屋
敷
前
江
通
ニ
差
留
之
儀
、
堀
底
ヨ
リ
道
迄
深
弐
尺

五
寸
之
所
、
七
分
三
分
ト
相
極
差
留
、
高
堀
底
ヨ
リ
壱
尺
七
寸
五
分
、

当
時
之
道
ヨ
リ
七
寸
五
分
低
ニ
定
杭
致
置
、
出
水
之
節
ハ
大
坪
村
ヨ

リ
差
留
番
人
付
置
可
致
候
、
尤
右
差
留
場
所
後
年
損
シ
候
節
ハ
、
大

坪
村
ヨ
リ
修
覆
可
致
候
、
其
節
室
原
村
役
人
立
合
可
申
事

今
で
は
杭
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
定
杭
と
い
う
文
字
の
残
る
貴
重
な
文

書
で
す
。

現在の色目川上流（室原）

現在も除の働きをしている宇田、飯田境附近の道路

定
杭
は
な
く
て
も
除
の
高
さ
は
両
村
で
十
分
協
議
し
て
き
め
ら
れ
、

そ
の
高
さ
は
水
利
慣
行
と
し
て
今
も
生
き
て
お
り
、
新
し
く
道
路
を
つ

け
る
場
合
な
ど
も
、
そ
の
高
さ
は
昔
の
除
の
高
さ
に
整
備
さ
れ
ま
す
。

村
境
の
道
路
に
圦
が
あ
っ
た
り
、
舗
装
す
る
と
高
く
な
る
と
い
う
の
で

つ
い
最
近
ま
で
タ
―
ル
舗
装
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
所
も
あ
り
ま
す
。

川
を
は
さ
ん
で
の
堤
の
高
さ
に
つ
い
て
も
色
々
制
約
が
あ
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、
小
畑
川
の
飯
積
（
幕
領
）
側
は
、
飯
田
（
尾
州
領
）
側
よ
り

堤
を
一
尺
　
（
〇
、
三
㍍
）
高
く
す
る
特
権
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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４
、
悪
水
落
江
　
（
あ
く
す
い
お
ち
え
）

明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
大
跡
村
・
飯
ノ
木
村
・
小
倉
村
草
場
新
田

が
拓
か
れ
、
ま
た
西
若
造
村
ら
六
ケ
村
の
込
水
及
び
押
越
村
よ
り
の
落

水
の
た
め
、
新
し
く
有
尾
村
堤
か
ら
下
笠
村
堤
三
ツ
屋
前
へ
新
堰
を
築

き
、
弐
腹
の
落
圦
を
伏
せ
ま
し
た
。

押
越
村
か
ら
の
落
水
囲
い
と
し
て
は
、
石
畑
村
境
か
ら
押
越
村
の
大

堤
ま
で
新
除
堤
、
新
江
堀
を
築
き
ま
し
た
。
こ
の
新
除
堤
が
前
掲
の
「
あ

ほ
よ
げ
」
で
、
こ
の
除
堤
の
お
か
げ
で
押
越
村
の
一
部
（
字
除
下
）
と

ロ
ケ
島
村
、
西
若
造
村
、
下
笠
村
場
外
、
東
岩
道
村
、
上
之
邪
村
場
外
、

大
跡
村
、
同
新
田
、
飯
ノ
木
村
な
ど
の
村
々
は
水
上
の
山
水
や
悪
水
か

ら
守
ら
れ
ま
し
た
。

下笠輪中悪水落江証文（養老町蔵）

延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）

に
は
多
芸
輪
中
島
田
村
悪
水

新
堀
割
が
築
か
れ
ま
し
た
。

下
笠
輪
中
は
上
之
郷
、
下

笠
、
大
野
、
舟
付
、
栗
笠
の

五
ケ
村
を
含
ん
で
い
ま
す
が
、

こ
の
輪
中
を
と
り
ま
く
金
草

川
、
牧
田
川
、
伊
尾
川
（
揖

斐
川
）
は
川
の
方
が
輪
中
内

の
土
地
よ
り
高
い
所
を
流
れ

て
い
ま
す
の
で
、
輪
中
の
水

は
ひ
と
り
で
に
は
川
へ
流
れ

現在の五三落江（池辺地区）

出
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
下
笠
輪
中
の

水
は
根
古
地
、
釜
段
、
小
坪
各
輪
中
の
境
に
全
長
二
千
六
百
聞
（
約
四
七
○
〇

㍍
）
　
の
落
江
を
築
い
て
小
坪
村
ま
で
落
し
て
行
き
、
樋
門
を
築
い
て
津

屋
川
へ
排
水
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
小
坪
村
ま
で
下
る
と
川
の
水
位

の
方
が
低
く
な
っ
て
水
は
自
然
に
落
ち
ま
し
た
。
こ
れ
を
下
笠
輪
中
落

江
と
い
い
、
今
は
五
三
落
江
と
呼
ば
れ
て
輪
中
の
水
を
落
し
っ
づ
け
て

い
ま
す
。
下
笠
、
大
野
、
菓
笠
、
舟
付
、
大
場
新
田
、
釜
段
、
徳
田
（
現

南
濃
町
）
、
根
古
地
新
田
、
根
古
地
、
駒
野
新
田
（
現
南
濃
町
）
、
小
坪

新
田
、
釜
之
段
古
堤
新
田
の
村
々
は
、
尾
州
様
（
徳
川
光
友
）
高
額
様

（
小
笠
原
貞
信
）
の
役
人
の
立
会
の
上
、
八
通
の
約
定
を
結
び
ま
し
た
。

そ
の
中
に
は
、

一
、
亀
ケ
池
か
ら
小
坪
新
田
新
圦
ま
で
の
江
浚
え
藻
苅
り
を
行
い
、
ま
た

落
江
に
水
が
滞
っ
て
い
る
と
き
は
下
笠
輪
中
の
人
た
ち
で
浚
え
る
こ

と
（
根
古
地
新
田
と
の
協
約
）
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一
、
排
水
路
内
を
田
畑
に
し
な
い
こ
と
は
勿
論
、
柳
、
ま
こ
も
な
ど
植
も

の
は
一
切
し
な
い
こ
と
。
ま
た
魚
取
り
な
ど
水
の
滞
る
よ
う
な
こ
と

も
一
切
せ
ず
、
な
ん
時
に
よ
ら
ず
水
は
滞
り
な
く
落
ち
る
よ
う
に
浚

え
る
こ
と
　
（
下
笠
輪
中
内
の
申
合
せ
）

一
、
釜
段
輪
中
の
人
々
が
迷
惑
し
な
い
よ
う
に
、
そ
の
落
江
に
つ
い
て
下

笠
輪
中
で
修
理
し
、
ま
た
大
水
の
場
合
に
は
充
分
に
堤
防
を
見
廻
っ

て
気
を
つ
け
る
こ
と
　
（
釜
段
村
、
徳
田
村
と
の
協
約
）

一
、
大
水
で
堤
防
が
破
損
し
た
と
き
は
水
引
次
第
す
ぐ
に
修
復
す
る
こ
と
、

修
復
が
遅
れ
る
と
き
は
釜
段
へ
の
悪
水
落
を
認
め
な
い
　
（
同
）

一
、
大
水
の
さ
い
は
人
足
を
繰
り
出
し
、
す
ぐ
さ
ま
防
ぐ
こ
と
（
下
笠
輪

中
内
の
申
合
せ
）

な
ど
細
い
点
ま
で
取
り
き
め
て
い
ま
す
。
江
筋
、
除
堤
、
圦
樋
な
ど
を

築
い
た
た
め
つ
ぶ
れ
た
土
地
の
地
代
は
年
々
下
笠
輪
中
か
ら
納
め
て
い

ま
し
た
。
例
え
ば
釜
之
段
新
田
へ
納
め
た
地
代
に
つ
い
て
は
、
「
漉
州
下

笠
輪
中
大
場
新
田
悪
水
落
、
根
古
地
新
田
悪
水
落
江
は
一
所
に
落
ち
る

た
め
、
右
の
江
筋
除
堤
の
敷
地
を
立
会
っ
て
改
め
た
と
こ
ろ
、
田
畑
五

反
九
畝
拾
五
歩
（
約
六
〇
㌃
）
　
つ
ぶ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
江
代
米
、

引
起
米
五
石
九
斗
五
升
、
但
し
反
当
壱
石
ず
つ
下
笠
輪
中
よ
り
釜
之
段

新
田
へ
、
永
々
日
損
、
水
損
、
風
損
（
旱
り
、
洪
水
、
台
風
の
被
害
）

が
あ
っ
て
も
、
毎
月
一
一
月
二
〇
日
以
前
に
必
ず
納
め
る
こ
と
」
と
き

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

養
老
町
内
に
は
外
に
も
沢
山
の
落
江
が
あ
り
、
現
在
も
排
水
の
た
め
、

又
必
要
に
応
じ
て
用
水
も
取
る
こ
と
が
出
来
て
大
い
に
働
い
て
い
ま
す
。

５
、
圦
樋
　
（
い
り
ひ
）

用
水
の
取
入
口
と
落
江
の
末
端
―
悪
水
の
出
口
は
勿
論
、
除
や
落
江

に
も
多
く
の
圦
樋
が
設
け
ら
れ
、
必
要
に
応
じ
て
扉
を
開
閉
出
来
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
然
し
昔
は
木
製
で
耐
久
力
が
弱
く
、
大
体
三
十

年
ぐ
ら
い
で
伏
替
え
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
而
も
洪
水
時

の
水
圧
に
対
し
て
も
力
が
弱
く
、
大
き
い
江
川
の
樋
門
は
門
樋
の
数
を

多
く
し
て
、
こ
れ
に
耐
え
る
よ
う
工
夫
さ
れ
ま
し
た
。

圦
樋
は
逆
水
を
防
ぐ
と
共
に
、
必
要
な
と
き
は
門
扉
を
閉
じ
て
用
水

を
引
き
入
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
下
流
の
方
で
は
満
潮
時
の
逆
流

に
備
え
て
「
潮
扉
」
も
設
け
て
あ
り
ま
し
た
。
上
か
ら
の
水
は
即
扉
で

開
閉
し
ま
す
が
、
逆
流
の
来
る
時
は
潮
扉
が
自
動
的
に
閉
じ
ま
す
。
勿

論
逆
水
を
利
用
し
て
用
水
を
取
り
た
い
と
き
は
開
い
て
お
く
こ
と
も
で

き
ま
す
。
満
潮
に
よ
る
逆
流
は
下
笠
の
方
ま
で
も
来
て
、
水
位
は
一
㍍

位
上
り
ま
す
が
、
塩
分
は
な
く
て
用
水
と
し
て
好
都
合
で
す
。

細い落江の圦（鼻橋）

少し広い落江の圦（鼻橋）
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鼻橋の樋門①　卸扉のある上流側樋門が四つある圦（鼻橋）

鼻橋の樋門②　潮扉のある下流側

月の輪のある圦（金草川）

記念のため残されていた蛇柱（大跡の北）

細
池
附
近
の
鼻
橋
に
は
六
艘

も
の
圦
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

堤
外
に
設
け
ら
れ
た
圦
樋
は

「
月
の
輪
」
と
呼
ば
れ
る
円
形

の
土
手
で
囲
ま
れ
、
洪
水
や
激

し
い
逆
流
の
来
た
時
な
ど
に
備

え
て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は
次

ぎ
‐
‐
と
姿
を
消
し
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
金
草
川
に
そ
の
典

型
的
な
も
の
が
一
つ
残
っ
て
い

ま
す
。

６
、
切
り
割
り
、
落
壇
、
蛇
柱

飯
ノ
木
の
村
東
か
ら
大
跡
を
経
て
、
下
笠
場
外
入
朝
の
南
方
に
達
す

る
飯
ノ
木
輪
中
堤
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
取
払
わ
れ
て
大
跡
の
北
側

だ
け
に
昔
の
面
影
を
留
め
て
い
ま
す
。

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
県
道
が
出
来
た
と
き
、
こ
の
輪
中
堤
を
切

り
割
っ
て
通
し
た
の
で
、
堤
の
北
側
が
出
水
し
た
と
き
、
南
側
の
大
跡

に
水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
こ
こ
に
「
落
垣
」
を
作
り
ま
し

た
。
そ
の
時
の
「
蛇
柱
」
が
記
念
の
た
め
最
近
ま
で
残
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
「
切
り
割
り
」
は
道
路
が
堤
防
と
交
差
す
る
と
き
、
堤
防
を
乗
り
越

さ
ず
に
通
れ
る
よ
う
堤
防
の
一
部
を
切
断
し
た
と
こ
ろ
を
言
い
ま
す
。
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大跡の北に残る除

落
垣
は
そ
こ
へ
板
を
は
め
こ
め
ば
切

断
部
を
閉
鎖
し
て
水
が
入
ら
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
の
設
備
で
、
板
を
は

め
こ
む
溝
を
彫
っ
た
柱
が
蛇
柱
で
す
。

７
、
用
排
水
事
業
推
進
の
主
体

寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）
　
の
根

古
地
新
田
開
発
に
つ
づ
き
、
次
ぎ
次

ぎ
と
新
田
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
が
、

開
発
者
は
新
田
内
は
勿
論
上
流
村
々

の
悪
水
落
に
も
障
害
を
生
じ
な
い
よ

う
十
分
な
措
置
が
必
要
で
し
た
。

万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
大
垣
藩

奉
行
説
田
文
左
衛
門
か
ら
釜
之
段
新
田
の
開
発
主
佐
野
紹
益
、
本
阿
弥

又
左
衛
門
に
対
し
て
、
堤
、
藩
水
落
ち
等
の
施
設
に
つ
い
て
詳
細
な
指

示
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
所
が
多
芸
輪
中
に
は
、
幕
領
、
尾
張
領
、

大
垣
領
、
高
須
領
な
ど
が
入
り
組
ん
で
い
て
、
領
主
と
し
て
の
施
策
を

示
す
こ
と
の
出
来
な
い
所
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
揖
斐
川
洪
水
に
よ
っ
て
、
大
場
、
根
古
地
、

根
古
地
新
田
三
ケ
村
は
排
水
す
す
ま
ず
、
釜
之
段
新
田
開
発
の
本
阿
弥

又
左
衛
門
に
対
し
、
開
発
に
際
し
て
の
約
定
を
守
る
よ
う
要
求
し
ま
し

た
。
ま
た
こ
の
年
、
高
須
領
有
尾
村
、
有
尾
新
田
、
横
屋
村
（
一
部
幕

領
）
お
よ
び
尾
州
領
下
笠
、
舟
付
、
栗
笠
、
大
野
の
下
笠
輪
中
四
ケ
村

で
排
水
障
害
が
起
き
た
と
し
て
、
釜
之
段
中
堤
を
切
り
落
と
す
と
い
う

事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
も
と
に
な
っ
て
寛
文
二
年
（
一

六
七
一
）
前
掲
八
通
の
約
定
が
結
ば
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
時
は
尾
張
藩

か
ら
五
味
所
左
衛
門
ら
二
人
、
高
須
藩
か
ら
脇
屋
金
左
衛
門
な
ど
の
役

人
が
立
ち
会
い
、
証
文
に
裏
書
き
し
、
証
印
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
領
主
の
ち
が
う
村
々
の
排
水
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
関
係
村
々

が
主
体
的
に
交
渉
し
、
協
議
し
て
協
定
を
結
び
、
自
ら
の
力
で
普
請
し
、

維
持
修
復
に
も
当
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
同
じ
下
笠
輪
中
で
も
上
之
郷
村
だ
け
は
加
盟
し
て
お
ら
ず
、

株
井
戸
の
約
定
も
別
で
、
領
主
の
違
う
こ
と
が
大
き
な
壁
で
し
た
。

８
、
伏
越
樋
（
ふ
せ
こ
し
ひ
）

「
両
江
悪
水
落
江
」
－
江
月
輪
中
は
北
側
を
相
川
、
杭
瀬
川
に
、
西

側
を
小
畑
川
に
、
南
側
を
牧
田
川
に
廻
ま
れ
て
い
て
完
全
な
懸
廻
　
堤

を
も
つ
輪
中
で
、
西
北
は
堤
を
境
に
し
て
祖
父
江
輪
中
に
接
し
て
い
ま

す
。
こ
の
懸
祖
堤
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
以
前
に
は
完
成
し
て
い

た
と
み
ら
れ
、
こ
れ
よ
り
百
五
十
年
程
前
、
江
月
は
寛
永
年
間
（
一
六

二
四
～
一
六
四
四
）
　
に
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

西
側
の
向
野
地
区
に
は
約
三
〇
万
平
方
㍍
の
牧
田
川
、
杭
瀬
川
、
小

畑
川
の
遊
水
地
が
あ
り
ま
し
た
。
今
は
築
堤
さ
れ
て
県
立
大
垣
農
業
高

校
が
あ
り
ま
す
。

濃
州
徇
行
記
に
は
、
「
此
村
は
前
廉
は
水
落
あ
し
く
、
卑
湿
の
地
に

し
て
、
田
実
ら
ず
、
過
半
は
真
菰
生
な
り
し
が
、
村
民
艱
難
に
た
へ
ず

し
て
水
落
御
普
請
の
事
を
願
ふ
と
い
へ
ど
も
、
叶
は
ざ
る
に
よ
り
、
頭

百
姓
共
四
、
五
人
の
工
夫
を
以
て
、
牧
田
川
に
伏
越
樋
を
自
普
請
に
伏
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両江附近地図

（のびゆく養老町より）

込
、
悪
水
落
江
を
鳥
江
村
の
地
を
借
て
掘
割
、
未
は
鳥
江
の
水
落
江
通

へ
ほ
り
つ
き
、
そ
れ
よ
り
両
村
立
合
に
て
金
草
川
を
伏
越
、
栗
笠
、
舟

付
村
の
地
を
借
て
掘
割
、
大
野
村
の
北
に
て
伊
尾
川
へ
悪
水
を
落
せ
り
。

此
普
請
は
天
明
四
辰
年
成
就
す
。
其
以
来
江
月
村
水
落
よ
く
な
り
終
に

豊
饒
の
地
と
な
れ
り
。
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
つ
の
川
底
に
水
筒
を

伏
越
し
、
長
い
排
水
路
を
掘
割
っ
た
こ
の
工
事
は
、
幕
府
や
藩
主
の
負

担
で
は
な
く
、
百
姓
が
自
費
で
行
う
自
普
請
と
し
て
は
実
に
大
工
事
で

あ
り
ま
し
た
。
三
二
〇
〇
㍍
の
遠
方
の
大
野
村
ま
で
悪
水
を
導
い
て
、

伊
尾
川
へ
落
す
企
画
を
幾
多
の
困
難
を
克
服
し
て
完
遂
し
た
江
月
村
庄

屋
権
左
衛
門
、
同
定
書
、
庄
屋
代
治
兵
衛
、
百
姓
代
市
兵
衛
ら
四
人
の

功
績
は
偉
大
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
幸
に
江
月
、
鳥
江
、
栗
笠
、

舟
付
、
大
野
、
下
笠
各
村
の
間
に
取
交
わ
さ
れ
た
証
文
が
中
央
公
民
館

両江悪水落江略図

に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
重
要
事
項
を
抜
粋

し
ま
す
。

悪
水
落
江
筋
証
文
之
事

一
、
江
月
村
悪
水
滞
り
、

年
来
水
損
に
及
び
候

に
付
、
牧
田
川
通
に

水
筒
伏
越
し
、
鳥
江

村
北
御
堤
に
有
り
来

り
の
用
水
樋
場
所
替

致
し
、
某
所
二
重
堤

高
さ
本
堤
同
様
築
立

て
、
夫
れ
よ
り
鳥
江

村
地
内
に
江
筋
を
掘
、

栗
笠
村
西
堤
よ
り
大

野
村
境
ま
で
、
寛
保

年
中
（
一
七
四
一

～
一
七
四
四
）
出
来

の
鳥
江
村
患
水
落
江

通
り
を
通
し
、
伊
尾

川
通
へ
悪
水
落
候
様

仕
り
度
き
旨
熟
談
、
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双
方
納
得
の
上
、
永
代
相
定
め
候
候
数
の
事
。

「
栗
笠
村
西
堤
圦
高
三
尺

巾
一
間

舟
附
村
、
大
野
村
境
目
の
堤
杁
高
四
尺

巾
九
尺

、
右
両
所

共
堤
外
二
重
堤
、
本
堤
よ
り
三
尺
低
二
築
立
て
申
候
。
以
来
杁
伏
替

え
掛
廻
堤
修
復
共
永
代
鳥
江
、
江
月
両
村
よ
り
致
す
べ
く
候
、
勿
論

伏
替
え
の
節
杁
高
、
巾
広
致
す
間
鋪
候
事
。

「
　
（
略
）

両江悪水落江概略図

一
、
出
水
手
当
と
し
て
前
々
定
の
通
り
右
両

所
圦
近
所
に
小
屋
建
置
、
右
小
屋
一
ヶ

所
に
付
、
明
き
俵
六
千
枚
、
二
十
尋
繩

五
百
束
、
三
十
枚
閥
の
莚
六
枚
、
長
二

間
の
杭
木
五
百
本
、
松
明
五
百
挺
、
油

樽
二
十
宛
、
右
二
ヶ
所
共
小
屋
に
詰
置

難
所
出
来
の
節
囲
方
少
も
差
支
無
き
様

に
江
月
、
鳥
江
両
村
よ
り
手
当
致
す
べ

き
事
。

一
、
（
略
）

「
右
江
通
よ
り
上
之
田
面
悪
水
落
滞
并
用

水
引
取
差
支
申
候
二
付
、
両
側
巾
四
尺

之
細
江
堀
立
置
候
、
此
禿
地
代
米
前
条

同
様
急
度
差
出
シ
可
申
候
事

一
、
（
略
）

一
、
（
略
）

一
、
（
略
）

「
鳥
江
、
江
月
両
村
恵
水
落
方
の
儀
、
除
堤
八
合
目
に
限
り
定
杭
を
打

ち
、
八
合
以
上
に
相
成
候
は
ゞ
早
速
杁
戸
差
塞
ぎ
申
す
べ
き
事
。

一
、
除
堤
番
両
人
附
け
置
き
、
給
米
江
月
、
烏
江
両
村
よ
り
相
渡
し
、
常
々

見
廻
ら
せ
、
洩
水
こ
れ
な
き
様
急
度
相
守
り
、
下
笠
輪
中
悪
水
の
障

り
に
相
成
ら
ざ
る
様
致
す
べ
く
候
。
若
し
等
閑
に
致
し
置
き
候
は
ゞ

見
届
け
次
第
下
笠
輪
中
の
障
り
に
相
成
ら
ざ
る
様
致
す
べ
く
候
。
若

し
等
閑
に
致
し
置
き
候
は
ゞ
見
届
次
第
下
笠
輪
中
村
々
よ
り
圦
戸
差

塞
ぎ
申
す
べ
き
事
。

一
、
（
略
）

一
、
（
略
）

右
之
候
数
相
互
に
永
代
い
乱
申
す
間
鋪
候
、
若
い
乱
の
儀
こ
れ
あ
り
候

両江悪水落江証文（養老町蔵）

は
ゞ
下
笠
輪
中
村
々
よ
り
江

月
、
烏
江
両
村
悪
水
落
差
塞

ぎ
申
す
べ
く
候
、
勿
論
寛
保

年
中
（
一
七
四
一
～
一
七
四

四
）
証
文
並
び
に
安
永
年
中

（
一
七
七
二
～
一
七
八
一
）

の
証
文
共
急
皮
相
守
り
申
す

べ
く
候
、
後
々
年
の
為
、
連

判
証
文
双
方
に
所
持
致
し
候

庭
件
の
如
し
。

天
明
五
年

巳
十
一
月
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江
月
村
庄
屋
　
　
　
権
左
衛
門
　
印

同
断
　
　
　
　
　
　
　
定
　
吉
　
印

同
村
庄
屋
代
　
　
　
　
治
兵
衛
　
印

同
村
百
姓
代
　
　
　
　
市
兵
衛
　
印

（
以
下
鳥
江
、
栗
笠
、
舟
付
、
大
野
、
下
笠
村
各
庄
屋
な
ど
の
署
名
は

略
す
。
）

右
の
趣
、
拙
者
共
取
あ
つ
か
い
双
方
納
得
熟
談
の
上
相
走
候
処
相
い
御
座

江月伏越樋門のあったところ

な
く
候
、
仇
奥
印
件

の
如
し
。

海
松
村
（
現
輪
之
内

町
）中

嶋
惣
右
衛
門
印

大
巻
村

足
立
元
左
衛
門
印

（
裏
書
）

表

書

究

の

通

り

末
々
迄
双
方
共
い
乱

仕
る
間
数
候
、
そ
の

為
め
我
等
印
形
せ
し

む
る
者
也
。

丁
未
年
七
月
天
明
七

丁
未
年
七
月

村
上
只
右
印

こ
の
工
事
の
要
点
は
、

①
牧
田
川
通
り
に
新
規
に
改
め
て
水
筒
を
伏
越
し
、
江
月
輪
中
の
悪
水

を
鳥
江
地
内
へ
落
す
。
　
（
注
、
　
鳥
江
、
江
月
と
の
間
に
は
、
す

で
に
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
　
に
伏
越
工
事
が
出
来
て
い
て
、
江
月

は
鳥
江
に
対
し
江
代
米
を
支
払
っ
て
い
た
。
）

②
鳥
江
村
に
有
来
り
の
用
水
樋
を
場
所
替
え
を
す
る
。

③
鳥
江
村
地
内
に
江
筋
を
新
し
く
掘
る
。

⑥
栗
笠
西
堤
よ
り
大
野
村
ま
で
寛
保
年
中
（
一
七
四
一
～
一
七
四
四
）

に
作
ら
れ
て
い
た
鳥
江
悪
水
落
除
堤
を
丈
夫
に
築
直
す
。

⑤
更
に
こ
の
除
堤
の
両
側
に
巾
四
尺
の
細
江
を
掘
立
て
て
、
栗
笠
、
舟

付
、
大
野
村
の
用
水
引
取
、
恵
水
落
を
良
く
し
た
。

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
　
に
高
田
町
大
字
鳥
江
及
小
畑
村
大
字
江

月
を
組
合
区
域
と
す
る
普
通
水
利
組
合
が
設
置
さ
れ
、
又
笠
郷
村
と
の

間
に
も
新
し
く
約
定
が
結
ば
れ
て
、
従
来
の
契
約
及
び
慣
行
一
切
が
廃

棄
さ
れ
ま
し
た
。
組
合
区
域
土
地
反
別
は
、
鳥
江
六
二
町
二
反
一
畝
三

歩
、
江
月
五
六
町
二
反
五
畝
二
九
歩
で
あ
り
、
戸
数
、
組
合
月
は
、
鳥

江
一
一
二
戸
、
一
〇
七
人
、
「
江
月
七
八
戸
、
一
〇
二
人
。
経
費
の
賦
課

方
法
は
、
地
価
、
反
別
割
に
よ
り
鳥
江
は
四
一
一
六
、
江
月
は
五
八
八

四
の
割
で
上
の
江
月
の
方
が
負
担
割
合
を
多
く
負
担
し
ま
し
た
。
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「
祖
父
江
村
と
伏
越
樋
」
　
祖
父
江
村
に
は
条
里
制
の
名
残
り
の
一

ノ
坪
と
い
う
小
字
名
が
あ
り
、
そ
の
開
発
は
相
当
古
い
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
相
川
、
杭
瀬
川
、
小
畑
川
な
ど
に
取
囲
ま
れ
た
低
地
で
あ
っ
た
た

め
、
数
多
く
の
悪
水
吐
樋
、
長
い
悪
水
落
江
を
必
要
と
し
、
二
千
間

（
三
、
大
○
○
余
㍍
）
に
及
ぶ
堤
防
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

で
大
垣
輪
中
で
は
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
大
垣
藩
主
戸
田
氏
教
の

藩
財
政
再
建
政
策
に
よ
り
、
郡
奉
行
伊
藤
伝
右
衛
門
が
伏
越
樋
御
用
掛

に
任
ぜ
ら
れ
、
鵜
ノ
森
に
大
規
模
な
工
事
が
行
わ
れ
、
一
度
は
失
敗
し

ま
し
た
が
、
模
様
替
え
工
事
が
翌
五
年
（
一
七
八
五
）
完
成
し
、
根
古

地
村
対
岸
へ
放
流
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
伊
藤
伝
右
衛
門
は
こ
の

工
事
に
対
す
る
一
部
の
誤
解
や
批
判
の
責
任
を
と
っ
て
自
刃
し
ま
し
た

が
、
藩
主
は
彼
の
功
績
を
追
賞
し
、
領
民
も
そ
の
徳
沢
を
追
慕
し
て
立

派
な
顕
彰
碑
を
建
て
ま
し
た
。
そ
の
時
祖
父
江
村
も
笠
松
役
所
へ
願
い

伊藤伝右衛門顕彰碑

（輪之内町鵜ノ森）

天明４年伏越工事

細川通夫原図

大垣輪中調査報告書より

祖父江輪中地図

安藤萬寿男作成

輪中―その形成と推移より
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出
て
、
同
村
字
掛
圦
で
杭
瀬
川
を
伏
越
し
、
大
垣
輪
中
に
入
り
、
上
笠

村
を
通
し
て
貰
っ
て
悪
水
路
を
延
長
し
、
こ
の
鵜
ノ
森
へ
落
さ
せ
て
貰

ぅ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
工
事
の
た
め
、
時
の
庄
屋
川
瀬
彦
兵
衛

は
、
私
財
を
す
べ
て
費
し
尽
く
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
二
年
祖
父
江
村
明
細
帳
の
一
部
を
転
写
し
て
当
時
の
同
村
の
様

子
を
う
か
が
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

自
普
請
所

一
用
水
路

同

　

断

一
悪
水
路

段
海
川
通

一
悪
水
路

長
四
百
間

長
千
五
拾
六
間

長
六
拾
六
間

巾
九
尺

深
三
尺

巾
壱
間
よ
り

弐
間
迄
深
四
尺

堀
口
四
間
半

敷
　
弐
間

是
ハ
大
垣
御
領
分
多
芸
郡
上
笠
村
借
地
江
料
差
遣
申
候

同

　

断

一
同
小
除

長
百
三
拾
弐
間
　
但
両
側

高
四
尺

馬
三
尺
舗
弐
間

右
同
断
、
敷
地
米
差
遣
申
候

上
笠
村
御
堤
内

一
同
江
堀
　
長
四
拾
三
間

は
り
口
壱
丈
弐
尺

敷
　
　
六
尺

右
同
断
借
地

同
村
地
内

一
同
　
　
長
三
百
五
拾
八
間
三
尺
　
　
　
右
同
断

是
ハ
祖
父
江
村
・
上
笠
村
弐
ケ
村
組
合
ニ
御
座
候

同

　

断

一
同
　
　
長
四
百
三
拾
八
間

堀
口
壱
丈
壱
尺

舗
七
尺

是
ハ
祖
父
江
・
上
笠
・
大
外
羽
三
ケ
村
組
合
二
御
座
候

大
外
羽
村
地
内

字
中
樋

一
圦
　
壱
艘
　
　
長
八
間

内
法

高
四
尺

横
六
尺

是
ハ
祖
父
江
、
上
笠
、
多
芸
島
、
入
方
村
組
合
ニ
御
座
候

西
村
地
内

弐
艘
樋

一
圦
　
壱
艘
　
　
長
拾
五
間

内
法

高
四
尺
五
寸

横
九
尺

是
ハ
大
垣
領
村
々
拾
六
ケ
村
組
合
ニ
御
座
候

同
村
地
内
三
艘
樋

一
圦
　
壱
機
　
長
揺
五
間

内
法

高
七
尺

横
九
尺

右
同
断

伊
尾
川
通

字
鵜
ノ
森

一
伏
越
樋
　
長
三
拾
壱
間

内
法

高
七
尺

横
弐
間

右
拾
六
ケ
村
組
合
ニ
御
座
候

（
註
）
　
伏
越
樋
は
厚
い
槍
の
板
で
四
面
を
囲
っ
た
水
筒
を
川
底
の

下
に
埋
め
、
サ
イ
フ
ォ
ン
の
働
き
で
悪
水
を
川
の
向
こ
う
岸
へ
通
す
施

設
で
す
。
高
さ
七
尺
（
二
、
三
㍍
）
横
二
間
（
三
、
六
四
㍍
）
で
長
さ
が
三
十

一
間
（
約
五
六
、
四
㍍
）
と
い
え
ば
、
当
時
と
し
て
は
相
当
な
大
工
事
で
あ

り
ま
し
た
。

９
、
堀
田
（
ほ
り
た
）

輪
中
の
低
湿
地
城
で
は
、
大
量
の
た
ま
り
水
（
悪
水
）
　
の
た
め
、
植

え
つ
け
た
稲
が
収
穫
す
る
前
に
腐
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
た
び
た
び
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
水
田
全
部
を
耕
地
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
あ
き
ら

め
、
一
部
の
田
を
掘
り
下
げ
、
そ
の
土
を
他
の
部
分
に
積
み
重
ね
る
こ

と
に
よ
っ
て
水
田
を
高
く
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果

掘
っ
た
部
分
に
短
冊
形
の
堀
が
残
り
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
部
分
に
長
方

形
の
高
い
耕
地
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
堀
が
「
掘
り
潰
れ
」
で
耕
地
は

「
掘
上
げ
田
」
　
こ
の
両
方
を
ま
と
め
て
「
堀
田
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

堀
田
開
発
の
歴
史
は
江
戸
時
代
後
半
、
水
腐
場
な
ど
と
呼
ば
れ
る
低

湿
部
に
目
立
っ
て
反
当
収
量
が
減
少
し
、
農
民
の
中
に
は
他
郷
に
出
稼

ぎ
に
出
て
「
亡
失
田
」
と
な
る
所
も
多
く
な
っ
て
き
た
た
め
始
め
ら
れ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
大
垣
輪
中
調
査
報
告
書
（
大
垣
市
教
育
委
員
会
発
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堀田①（横屋）

堀田②（横屋）

行
）
　
に
は
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
の
「
低
地
不
農
付
清
明
普
請

仰
付
願
書
」
を
載
せ
て
い
ま
す
。
養
老
町
に
隣
接
し
て
い
る
多
芸
島
、

西
大
外
羽
、
上
笠
の
各
村
（
何
れ
も
現
大
垣
市
）
名
主
か
ら
、
「
私
共
村
々

之
儀
、
低
所
之
分
、
近
年
深
溜
り
水
に
て
・
・
・
別
紙
墨
引
之
通
溝
明

候
得
ば
・
・
・
」
と
述
べ
、
高
地
と
低
地
の
悪
水
を
別
々
に
し
、
低
所

も
高
所
な
み
に
作
物
が
と
れ
る
よ
う
自
普
請
で
溝
明
け
を
し
た
い
旨
願

い
出
て
い
ま
す
。
大
垣
輪
中
よ
り
低
い
高
須
輪
中
で
は
、
帆
引
新
田
に

て
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
堀
田
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
は

地
主
な
ど
の
主
唱
に
よ
っ
て
作
り
始
め
ら
れ
た
堀
田
は
、
一
〇
～
四
〇

㌫
ぐ
ら
い
の
田
が
潰
れ
る
上
、
そ
の
作
業
は
寒
風
の
吹
き
荒
れ
る
冬
の

間
に
、
鍬
や
じ
ょ
れ
ん
な
ど
簡
単
な
器
具
の
み
を
使
っ
て
の
難
作
業
で

し
た
。
更
に
毎
年
藻
刈
や
「
長
じ
ょ
れ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
器
具

を
優
っ
て
泥
上
げ
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
一
定
の
収

量
を
確
保
す
る
た
め
堀
田
は
次
第
に
増
、
え
、
養
老
町
で
も
東
部
に
は
多

く
の
堀
田
が
出
来
ま
し
た
。
堀
は
細
長
い
池
状
に
孤
立
し
た
も
の
（
孤

立
型
）
も
あ
り
ま
し
た
が
、
大
部
分
は
整
然
と
並
ん
だ
ク
リ
ー
ク
状
に

掘
ら
れ
、
そ
の
一
方
の
端
は
江
川
に
つ
づ
い
て
櫛
形
と
な
り
、
「
田
舟
型
」

と
呼
ば
れ
て
、
舟
で
自
由
に
往
来
で
き
ま
し
た
。
外
か
ら
見
れ
ば
の
ど

か
な
美
し
い
水
郷
で
あ
り
、
川
魚
や
淡
水
貝
が
よ
く
獲
れ
て
、
輪
中
生

活
に
大
切
な
蛋
白
源
と
な
り
ま
し
た
。
刈
ら
れ
た
藻
や
掘
上
げ
ら
れ
た

泥
は
肥
料
と
し
て
有
効
で
、
こ
こ
に
も
先
人
の
苦
労
と
智
恵
を
偲
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。
小
舟
は
他
地
区
で
の
荷
車
、
今
の
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
当

り
、
小
舟
が
な
く
て
は
農
業
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

江
川
で
と
れ
た
大
か
ら
す
貝

（
長
さ
２
６
ｃ
ｍ
、
大
巻
産
）

舟での農作業（横屋）
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土
地
改
良
前
の
根
古
地
字
絵
図
（
部
分
）

明
治
一
四
年
多
芸
郡
各
町
村
略
誌
に
よ
る
各
村
の
民
有
船
舶
数
は
、

有
尾
村
―
三
間
半
農
業
船
三
十
四
、
同
漁
猟
船
二
　
　
　
戸
数
　
三
四

田
村
―
三
間
以
下
有
税
船
三
、
同
無
税
船
七
十
五
　
〃
　
九
三

大

場

村

―

三

間

三

尺

農

業

船

五

十

一

　

〃

　

四

一

大

場

新

田

―

長

三

間

三

尺

農

業

船

三

十

五

　

〃

　

二

八

根
古
地
村
―
五
十
石
鵜
飼
船
一
、
四
間
未
満
五
十
六
　
〃
　
九
四

根
古
地
新
田
―
四
間
三
尺
五
寸
四
ツ
乗
船
一
、

三
間
農
業
船
首
四
十
六

〃

　

一

一

五

釜

段

村

「

三

間

以

下

船

百

十

　

〃

　

六

六

大
巻
村
―

五
間
山
璃
飼
船
一
―

四
閲
四
ツ
乗
船
一
、

二
間
笹
船
二
百
十
七

四
間
鵜
飼
船
八
、

三
間
四
ツ
乗
船
二

〃
　
二
六
九

船
附
村
―
五
間
船
三
、

三
間
船
十
二
―

四

間

般

七

　

〃

　

二

四

七

大

野

村

―

三

間

有

税

船

三

、

無

税

船

六

十

　

〃

　

七

一

下

笠

村

―

三

間

耕

作

船

百

七

十

　

〃

　

三

二

六

栗
笠
村
―
四
間
船
十
五
、

間
船
四

三
間
船
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
一
九
三

上

之

郷

村

―

三

間

無

税

船

八

　

〃

　

五

五

江

月

村

―

長

五

間

以

下

四

十

　

〃

　

八

九

祖
父
江
村
―
五
拾
一
石
瀬
越
船
二
、
三
間
半
漁
船
十
二

三
間
半
耕
作
船
二
十
一
、
四
間
一
尺
渡
船
二
、

〃
　
五
九

蛇

持

村

―

三

間

三

尺

耕

作

船

拾

八

　

〃

　

三

四

西

岩

道

村

―

三

間

三

尺

藻

草

船

二

十

一

　

〃

　

四

八

大

跡

新

田

―

三

間

三

尺

耕

作

船

四

　

〃

　

六

室

原

村

―

三

間

三

尺

農

業

船

十

　

〃

　

一

九

四

鳥

江

村

―

四

間

船

六

　

〃

一

二

七

白

石

村

―

五

捨

石

積

一

　

〃

　

九

四

鷲

巣

村

―

民

有

船

舶

八

　

〃

　

一

〇

四
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小
倉
村
―
七
捨
石
積
平
田
船
一
、
拾
五
石
積
平
田
船
一
、

五
石
積
平
用
船
一
、
二
捨
石
積
四
つ
葉
形
船
一

〃
　
一
三
四

一
部
港
関
係
の
船
、
漁
船
、
渡
船
な
ど
を
除
い
て
大
部
分
が
堀
田
農

作
業
用
の
舟
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
堀
田
の
多
い
所
は
小
舟
も
多
く
、

水
郷
の
風
物
詩
と
し
て
私
た
ち
の
瞼
に
残
る
堀
田
も
、
昭
和
の
土
地
改

良
に
よ
っ
て
こ
と
ご
と
く
姿
を
消
し
、
一
面
の
美
田
と
な
り
ま
し
た
。

土
地
改
良
前
の
池
辺
地
区
（
部
分
）

広
が
る
美
田
―
船
附
上
空
か
ら
見
た
現
在
の
養
老
町

（
「
の
び
ゆ
く
養
老
町
」
よ
り
）
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第
七
章
　
明
治
以
降
の
治
水
と
用
排
水

一
　
治
　
水

明
治
か
ら
現
代
の
治
水
　
西
洋
文
化
を
取
り
入
れ
る
明
治
新
政
権
下

の
治
水
行
政
を
江
戸
時
代
と
比
較
す
る
と
、
大
き
な
進
歩
は
、
法
令
に

ょ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
を
県
や
市
町
村
の
自
治
体
が
、
組
織
化
し
、

そ
れ
が
活
動
す
る
形
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

出
水
時
の
水
防
組
の
法
令
や
、
輪
中
を
守
る
た
め
に
市
町
村
が
共
同
体

制
を
と
る
法
令
、
即
ち
、
水
利
土
功
会
や
水
害
予
防
組
合
に
関
す
る
法

令
が
、
次
々
と
出
さ
れ
、
叉
、
改
正
さ
れ
て
き
た
。
或
は
河
川
法
の
公

布
等
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
方
自
治
体
や
関
係
住
民
が
一
体
と
な

っ
て
、
水
害
を
防
ぐ
等
、
大
き
な
変
化
と
進
歩
を
し
ま
し
た
。

輪
中
を
守
る
た
め
の
治
水
責
任
が
国
・
県
・
市
町
村
ま
た
は
組
合
に

あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
、
江
戸
時
代
の
よ
う
な
自
普
請
等
は
殆
ど

な
く
な
り
、
そ
の
反
面
、
地
域
住
民
は
行
政
当
局
と
一
体
に
な
っ
て
、

治
水
情
報
の
提
供
、
治
水
事
業
の
実
施
、
時
に
は
、
行
政
当
局
と
交
渉
、

陳
情
を
行
い
、
水
害
予
防
の
充
実
を
は
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

機
械
化
時
代
を
迎
え
、
ト
ラ
ッ
ク
等
に
よ
り
治
水
工
事
に
必
要
な
大

量
の
土
砂
運
搬
等
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
、
又
コ
ン
ク
リ
―
ト
工
事
の

発
達
は
、
治
水
工
事
に
必
要
な
護
岸
、
ダ
ム
、
水
路
、
樋
門
等
の
建
設

が
堅
牢
か
つ
容
易
に
な
り
ま
し
た
。

尚
、
治
水
工
事
に
精
巧
な
ポ
ン
プ
を
使
用
し
て
、
河
底
工
事
等
が
容

易
と
な
り
、
更
に
用
排
水
に
ポ
ン
プ
を
常
設
使
用
し
て
、
揚
水
機
は
地

下
水
を
汲
み
上
げ
て
干
害
を
防
ぎ
、
排
水
機
は
、
海
抜
ゼ
ロ
㍍
地
帯
な

ど
に
停
滞
す
る
悪
水
を
以
前
よ
り
早
く
、
か
つ
完
全
に
排
除
し
、
低
湿

地
帯
の
問
題
も
お
お
む
ね
解
決
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

１
、
水
防
組
織
と
治
水
事
業

１
　
水
防
制
度
の
創
設

明
治
維
新
後
の
各
地
方
の
農
民
は
、
旧
慣
に
よ
っ
て
、
自
主
的
な
水

防
組
織
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
、
出
水
時
に
備
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ

の
間
に
広
い
範
囲
の
一
層
強
固
な
連
帯
意
識
で
責
任
を
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

次
に
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
事
例
を
養
老
町
史
で
見
ま
す
と
、

「
出
水
ノ
節
ハ
五
合
目
以
上
、
輪
中
村
々
互
二
見
廻
り
、
苦
難
ノ
所
、

出
来
ノ
節
ハ
該
村
太
鼓
鳴
り
次
第
、
輪
中
人
月
ヲ
以
テ
相
防
ギ
申
事
、

但
シ
防
ギ
難
キ
候
節
ハ
該
村
鐘
鳴
ラ
シ
次
第
、
引
拂
ノ
事
。

第
四
大
区
八
ノ
小
区

飯
田
村

蛇
持
村

祖
父
江
村
」

右
の
古
文
書
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
時
の
状
況
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

２
　
水
防
組
織
編
成
の
法
制
化

明
治
新
政
府
に
な
っ
て
か
ら
は
、
治
水
行
政
に
積
極
的
で
、
オ
ラ
ン

ダ
か
ら
水
理
工
師
を
迎
え
て
、
指
導
を
受
け
る
程
で
あ
り
ま
し
た
。
し

９８



か
し
、
新
政
権
の
初
期
に
お
い
て
は
、
中
央
、
地
方
の
行
政
は
、
ま
だ

遅
過
と
し
て
い
ま
し
た
。
一
〇
年
頃
か
ら
漸
く
軌
道
に
乗
り
、
岐
阜
県

で
は
、
水
防
組
織
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
通
牒
を
発
し
ま
し
た
。

明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
　
に
「
水
防
規
則
」
及
び
「
水
防
組
編
成

例
則
」
を
出
し
、
水
害
の
お
そ
れ
あ
る
町
村
は
、
こ
の
規
則
に
準
じ
て
、

早
速
立
案
し
制
定
し
て
、
そ
の
年
に
許
可
を
受
け
る
よ
う
指
示
し
ま
し

た
。
こ
れ
が
、
明
治
以
降
「
水
防
組
」
　
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
規
則
の
主
た
る
内
容
は
左
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

①
　
水
防
組
は
、
そ
の
地
域
を
管
轄
し
て
い
る
警
察
の
監
督
を
受
け

る
。

②
　
水
防
組
に
は
組
頭
、
副
組
頭
、
小
頭
、
什
長
等
の
役
を
置
く
。

③
　
器
具
庫
を
置
き
、
水
防
資
材
を
備
蓄
す
る
。
（
郷
倉
と
同
一
）

④
　
水
害
、
破
堤
の
危
険
が
迫
っ
た
時
は
従
来
の
活
動
と
同
じ
。

⑤
　
水
防
規
則
に
図
式
で
大
目
標
幟
、
高
張
提
灯
な
ど
に
よ
っ
て
、

何
輪
中
何
組
か
を
示
す
。

⑥
　
水
防
活
動
に
は
組
合
費
で
、
又
、
死
傷
者
は
公
費
で
償
う
。

な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
、
規
則
及
び
水
防
組
編
成
例
則
に
よ
る
養
老
町
内
当
時
の
村
々

の
水
防
組
設
立
資
料
は
残
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
布
達
の
末
尾
に

そ
の
年
の
四
月
ま
で
に
編
成
す
る
よ
う
に
添
え
書
き
が
あ
る
の
で
、
各

村
そ
れ
ぞ
れ
水
防
組
を
編
成
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
規
則
及
び
水
防
組
編
成
例
別
は
何
回
も
改
正
さ
れ
ま
す
が
繁
雑

に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。

明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
　
に
は
河
川
保
護
の
た
め
に
河
川
法
が
公

布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
水
防
活
動
に
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。

時
代
は
だ
ん
だ
ん
さ
が
っ
て
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
　
に
な
る
と
、

内
務
省
か
ら
各
府
県
に
対
し
て
、

「
水
防
二
関
ス
ル
施
設
ヲ
完
備
シ
水
害
予
防
方
」

右
の
標
題
の
通
牒
で
強
力
な
指
導
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
町
村
の

水
防
の
徹
底
を
は
か
り
ま
し
た
。

そ
の
内
容
は
概
ね
明
治
一
一
年
の
水
防
編
成
例
別
の
と
き
と
同
じ
で

あ
り
ま
す
が
、
「
水
防
倉
庫
な
ど
、
堤
防
延
長
五
首
間
（
約
九
〇
〇
㍍
）

～
千
間
（
約
一
八
一
八
㍍
）
毎
に
設
置
す
る
」
「
材
料
、
器
具
は
知
事
が

定
め
る
」
等
内
容
が
さ
び
し
く
、
命
令
的
で
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
水

防
倉
庫
な
ど
、
そ
の
当
時
の
堤
防
に
、
定
め
ら
れ
た
間
隔
で
残
っ
て
い

る
も
の
が
か
な
り
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
後
、
昭
和
に
入
っ
て
、
臨
戦
体
勢
に
な
る
と
、
「
昭
和
一
四
年
（
一

九
三
九
）
　
に
は
警
防
団
令
」
が
公
布
さ
れ
、
水
防
、
警
防
の
こ
と
は
一

切
警
防
団
月
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
　
に
は
、
終
戦
と
な
り
、
警
防
団
も
自
然

廃
止
と
な
り
旧
へ
か
え
り
ま
す
。

昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
　
に
は
全
国
的
な
規
模
で
町
村
合
併
が
指

導
さ
れ
、
わ
が
地
方
に
お
い
て
も
大
き
な
養
老
町
が
誕
生
し
ま
し
た
。

合
併
町
村
等
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。

現
在
の
水
防
活
動

養
老
町
の
現
在
の
水
防
活
動
は
、
昭
和
二
四
年
六
月
四
日
　
（
法
律
一
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九
三
）
　
に
公
布
さ
れ
た
「
水
防
法
」
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
活
動
し
て

い
ま
す
。
次
に
、
そ
の
組
織
と
活
動
に
つ
い
て
略
記
し
て
お
き
ま
す
。

町
長
は
毎
年
水
防
計
画
を
た
て
て
、
町
内
水
防
体
制
を
整
え
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
「
養
老
町
水
防
計
画
書
」
（
毎
年
作
成
）
を
参
照
し
て

も
ら
い
ま
す
が
、
右
内
容
の
重
要
事
項
を
二
、
三
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

①
　
水
防
本
部
長
（
町
長
）
　
副
本
部
長
（
助
役
、
消
防
長
、
消
防

団
長
）
　
総
務
班
長
（
総
務
課
長
）
　
情
報
水
防
班
長
（
建
設

課
長
）

②
　
住
民
の
義
務
　
水
防
管
理
者
、
消
防
機
関
の
長
か
ら
出
動
を
命

ぜ
ら
れ
た
場
合
は
、
直
ち
に
こ
れ
に
協
力
し
、
水
防
に
従
事
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
同
法
一
七
条
）

③
　
自
衛
水
防
隊
　
各
区
に
自
衛
水
防
隊
を
設
け
る
。
自
衛
水
防
隊

は
、
養
老
町
区
防
災
組
織
設
置
要
綱
に
基
づ
く
防
災
隊
に
よ
っ

て
組
織
し
、
区
長
が
統
率
す
る
。

⑥
　
出
動
　
水
防
本
部
長
は
、
次
の
ィ
、
ロ
の
時
、
水
防
監
視
■
、

自
衛
水
防
隊
叉
は
、
消
防
機
関
を
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た
計
画
に
従
い
出
動
せ
し
め
、
警
戒
配
置
に
つ
か
せ
る
。

ィ
、
河
川
水
位
が
警
戒
水
位
に
達
し
た
と
き
。

ロ
、
気
象
予
報
、
洪
水
予
報
、
水
防
警
報
等
に
よ
り
消
防
団
出
動

を
要
す
る
と
認
め
た
と
き
。

以
上
は
重
要
事
項
の
み
で
あ
り
ま
す
が
、
な
お
こ
の
外
、
「
水
防
応
急

手
当
法
」
と
い
う
冊
子
を
発
行
し
て
、
応
急
手
当
の
方
法
を
教
え
て
お

り
ま
す
。

水
防
倉
庫

水
防
倉
庫
の
こ
と
を
一
般
に
諸
色
庫
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
。
前
述
の

大
正
五
年
の
　
「
水
防
二
関
ス
ル
施
設
ヲ
完
備
シ
水
害
予
防
方
」
　
に
よ
っ

て
各
町
村
は
必
置
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
町
に
お
い
て
は
、
洪
水
に
備
え
て
、
水
防
倉
庫
を
堤
防
長
さ
約
一

〇
〇
〇
㍍
ご
と
に
置
い
て
い
ま
す
。
多
芸
輪
中
で
は
二
七
棟
、
喜
多
輪

中
に
は
一
六
棟
の
水
防
倉
庫
が
あ
り
ま
す
。
建
物
は
ほ
と
ん
ど
が
平
屋

建
瓦
葺
き
で
す
。
大
き
さ
は
、
概
ね
間
口
三
間
三
尺
（
約
六
、
四
㍍
）

奥
行
二
間
（
約
三
、
六
㍍
）
　
で
あ
り
ま
す
。

常
備
資
材
器
具
は
概
ね
左
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

①
　
杭
木
（
長
さ
二
㍍
以
上
）
一
〇
〇
本
以
上

杭
木
（
長
さ
三
㍍
以
上
）
　
五
〇
本
以
上

②
　
空
俵
四
〇
〇
俵
、
麻
袋
（
ビ
ニ
ー
ル
袋
）
、
か
ま
す
（
ビ
ニ
ー
ル

袋
）

③
　
松
割
木
（
一
、
三
〇

セ
ン
チ

メ

ー

ト

ル

廻
り
）
二
〇
個

水防倉庫

（津屋川堤防上）
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④
　
む
し
ろ
一
〇
枚
。
も
っ
こ
一
〇
。
も
っ
こ
棒
　
五
。
槌

一
。
掛
矢
一
〇
。
た
こ
槌
　
五
。
縄
　
八
〇

キ
ロ

グ
ラ
ム

。
マ
ニ
ラ
ロ

ー
プ
　
三
〇
㍍
。
シ
ャ
ベ
ル
一
〇
。
十
字
鍬
　
四
。
じ
よ
れ

ん
　
六
。
石
箕
　
六
。
鋸
　
三
。
ま
さ
か
り
一
。
照
明
灯

一
。
作
業
灯
　
六
。
手
提
灯
一
。
カ
ー
バ
イ
ト
　
五
〇

キ
ロ

グ
ラ
ム

。

た
い
松
　
三
〇
〇
。
火
皿
　
五
。

３
　
水
利
土
功
会
の
設
立
と
法
令

県
で
は
前
述
の
水
防
組
の
編
成
と
は
別
に
、
治
水
事
業
の
緊
急
必
要

な
る
事
項
、
又
こ
の
事
業
の
隣
接
町
村
と
の
共
同
体
制
の
必
要
性
、
又

公
費
の
分
担
或
は
用
排
水
の
共
同
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時

に
新
政
府
は
、
小
規
模
町
村
の
合
併
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
町
村
に

区
町
村
会
を
組
織
さ
せ
（
明
治
一
二
年
四
月
、
岐
阜
県
町
村
会
規
則
）
、

更
に
区
町
村
会
法
を
時
治
三
一
年
（
一
八
八
〇
）
に
公
布
し
、
そ
の
第

八
条
に
水
利
土
功
の
法
的
根
拠
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
条
文
は
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
が
、
こ
の
条
文
の
水
利
土
功

と
は
、
輪
中
が
代
表
的
事
例
で
、
明
治
期
の
水
防
共
同
体
と
し
て
新
し

く
形
成
さ
れ
た
組
織
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
一
定
の
法
的
基
礎
の
上

に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
次
の
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。

１
、
水
利
土
功
会
は
輪
中
だ
け
で
な
く
用
排
水
も
含
み
ま
す
。

２
、
水
利
土
功
会
の
設
立
は
町
村
会
決
議
を
要
し
ま
す
。

３
、
水
利
土
功
会
は
知
事
の
裁
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
法
が
出
来
て
も
水
利
土
功
会
は
実
際
に
は
な
か
な
か

組
織
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
法
は
町
村
の
実
情
に
合

う
よ
う
、
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

①
　
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
　
の
改
正
で
は
「
水
利
土
功
会
」
　
の
名

称
が
初
め
て
出
て
き
ま
す
。

②
　
明
治
二
一
年
の
市
制
、
町
村
制
の
公
布
で
、
水
利
土
功
会
成
立
の

根
拠
で
あ
っ
た
区
町
村
会
法
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
代
っ
て
、
明
治

二
三
年
、
水
利
組
合
条
例
が
生
れ
、
こ
の
中
に
水
害
予
防
組
合
と
普

通
水
利
組
合
と
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
「
普
通
水
利
組
合
」
は
、
用

悪
水
な
ど
に
関
す
る
土
地
保
護
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

③
　
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
に
は
「
河
川
法
」
が
公
布
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
水
害
予
防
に
重
大
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

⑥
　
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
は
「
水
利
組
合
法
」
が
公
布
さ
れ

て
、
以
前
の
も
の
は
、
こ
の
法
令
に
基
い
て
再
編
成
さ
れ
ま
す
。

４
　
養
老
町
内
の
水
利
土
功
会
の
発
足

〔
多
芸
輪
中
堤
防
組
合
水
利
土
功
会
〕
　
の
設
立

多
芸
輪
中
は
早
く
か
ら
治
水
の
た
め
の
堤
防
保
護
、
二
十
七
の
用
悪

水
樋
、
大
榑
川
洗
堰
あ
る
い
は
、
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
共
同
解
決

す
る
た
め
、
水
利
土
功
会
の
組
織
を
考
え
て
、
明
治
一
六
年
（
一
八
八

三
）
　
に
は
、
多
芸
輪
中
水
利
土
功
連
合
会
議
案
が
提
出
さ
れ
成
立
し
て

い
ま
す
。
そ
の
総
論
は
船
付
村
外
二
五
か
村
の
連
合
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
　
に
「
多
芸
輪
中
揖
斐
川
牧
田
川

津
屋
川
金
草
川
堤
防
組
合
水
利
土
功
会
」
が
設
立
さ
れ
、
牧
田
川
以
南

の
各
村
が
加
入
し
ま
し
た
。
水
利
土
功
会
の
内
容
に
つ
い
て
、
く
わ
し

く
述
べ
る
か
わ
り
に
規
約
の
一
部
を
載
せ
て
考
え
る
こ
と
に
し
ま
す
。
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「
規
　
約
」

第
一
条
、
船
付
村
外
、
二
拾
五
ケ
村
連
合
ト
ス
（
笠
郷
村
・
池
辺
村
・

広
幡
村
・
三
郷
村
・
上
多
度
村
ノ
内
鷲
巣
・
小
倉
）

第
二
条
、
経
費
の
負
担
法
ハ
次
ノ
如
シ
。
十
分
ノ
四
・
五
コ
レ
地
価

ニ
課
ス
、
十
分
ノ
四
・
五
コ
レ
ヲ
段
別
ニ
課
ス
。
十
分
ノ
一
コ
レ
ヲ
戸

数
ニ
課
ス
。

第
四
条
、
堤
塘
事
務
所
ハ
下
笠
ノ
内
三
ツ
屋
二
設
置
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

第
八
条
、
堤
防
修
繕
ノ
節
、
土
取
場
所
ハ
自
村
他
村
ノ
別
ナ
ク
掛
リ

宅
地
ノ
外
ハ
如
何
ナ
ル
地
所
タ
リ
ト
モ
之
ヲ
拒
ム
ヲ
得
ズ
。

第
二
五
条
、
水
防
ニ
関
ス
ル
事
務
ハ
同
心
協
力
、
此
連
合
規
約
ヲ
遵

守
シ
、
利
害
休
戚
ヲ
共
ニ
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

（
こ
の
外
、
分
担
区
域
が
詳
細
に
割
当
て
し
て
あ
り
ま
す
が
省
略
す
る
）

右
の
多
芸
輪
中
堤
防
組
合
水
利
土
功
会
が
設
立
さ
れ
る
と
、
こ
れ
が

も
と
に
な
っ
て
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
　
に
は
、
次
の
水
利
土
功

会
が
発
足
し
ま
し
た
。

〔
下
笠
輪
中
堤
防
組
合
水
利
土
功
会
〕

目
的
は
堤
防
補
強
や
用
水
、
悪
水
除

〔
元
多
芸
郡
五
日
市
村
及
同
郡
竜
泉
寺
村
地
内
牧
田
川
請
茶
園
原
堤
防

組
合
連
合
村
会
〕

牧
田
川
は
こ
の
付
近
で
は
扇
状
地
を
形
成
し
て
流
下
し
て
い
て
、
洪

水
時
に
は
右
岸
か
ら
濁
水
が
氾
濫
し
た
た
め
、
こ
れ
を
喰
い
止
め
る
た

め
に
広
範
囲
の
関
係
村
が
参
加
し
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
多

芸
輪
中
に
加
入
し
て
い
る
全
村
の
外
、
鷲
巣
・
押
越
の
全
部
が
加
入
し

た
な
ど
で
あ
り
ま
す
。

５
　
町
内
の
水
害
予
防
組
合
の
設
立

水
害
予
防
組
合
と
名
称
が
か
わ
る
の
は
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）

の
水
利
土
功
会
が
同
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
　
に
水
害
予
防
組
合
と
法
改

正
に
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

〔
多
芸
輪
中
水
害
予
防
組
合
〕
　
の
設
立

明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
設
立
の
多
芸
輪
中
堤
防
組
合
水
利
土
功

会
が
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
　
に
同
区
域
を
多
芸
輪
中
水
害
予
防

組
合
に
編
成
改
称
し
ま
し
た
。

〔
両
江
普
通
水
利
組
合
〕
　
の
設
立

明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
　
に
設
立
、
範
囲
は
江
月
・
祖
父
江
輪
中

で
、
悪
水
排
除
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

〔
喜
多
輪
中
水
害
予
防
組
合
〕
　
の
設
立
（
大
正
七
年
）

喜
多
と
は
、
多
芸
郡
の
牧
田
川
の
北
部
地
方
の
村
を
総
称
す
る
名
称

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
方
は
、
牧
田
川
・
杭
瀬
川
・
相
川
・
大
谷
川
・

泥
川
・
色
目
川
・
小
畑
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
水
害
予
防
の
た
め
に
、

飯
積
・
祖
父
江
・
江
月
・
蛇
持
・
室
原
（
合
原
村
）
　
の
各
輪
中
が
共
同

で
輪
中
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
に
迫
ら
れ
て
で
き
ま
し
た
。

「
牧
田
川
南
北
輪
中
の
水
争
」

牧
田
川
は
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
の
大
洪
水
に
高
畑
将
棋
頭
に

お
い
て
南
北
二
川
に
分
か
れ
、
約
一

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

の
下
流
の
直
江
村
中
瀬
で
又
、

合
流
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

年
々
出
水
の
た
め
、
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
頃
に
は
、
南
北
両
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川
と
も
川
底
が
同
高
と
な
り
、
将
棋
頭
は
板
一
枚
で
水
勢
が
変
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
将
棋
頭
の
維
持
修
繕
の
た
び
に
問
題
が
起
る

の
は
当
然
で
、
河
北
に
お
い
て
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
対
抗

上
、
喜
多
輪
中
水
害
予
防
組
合
を
設
立
し
ま
し
た
。

こ
の
水
争
い
は
南
北
輪
中
対
抗
と
な
る
激
し
さ
を
増
し
、
大
正
八
年

（
一
九
一
九
）
九
月
六
日
の
岐
阜
日
報
に
は
不
穏
な
挙
動
を
報
じ
警
官

の
出
動
に
よ
り
こ
れ
を
鎮
撫
し
て
、
無
事
に
双
方
が
解
散
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
、
用
水
に
関
し
水
争
い
が
絶
え
な
い
の
で
、
昭
和
七
年
（
一

九
三
二
）
　
に
川
南
の
石
畑
樋
管
組
合
と
川
北
の
山
田
樋
管
組
合
と
の
間

に
、
次
の
よ
う
な
和
解
調
停
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

①
　
牧
田
川
筋
当
時
者
、
関
係
水
利
問
題
に
関
し
、
旧
弊
を
打
破
す

る
た
め
、
同
一
水
利
組
合
を
組
織
す
る
。

②
　
水
利
の
円
滑
と
関
係
地
域
の
福
利
を
増
進
す
る
た
め
、
牧
田
川

堰
止
分
水
工
事
の
実
現
を
期
す
。
（
こ
れ
は
後
年
、
牧
田
川
左
岸
の

乙
坂
地
内
に
分
水
場
が
つ
く
ら
れ
南
北
公
平
に
分
水
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
問
題
は
解
決
さ
れ
ま
し
た
。
）

喜
多
輪
中
水
害
予
防
組
合
の
設
立
当
初
の
第
二
の
大
き
な
狙
い
は
、

杭
瀬
川
堤
相
川
堤
を
大
垣
輪
中
堤
の
高
さ
は
望
め
な
く
と
も
綾
野
分
ぐ

ら
い
の
高
さ
に
し
た
い
。
（
一
㍍
低
い
か
ら
）
構
造
で
は
直
高
一
一
・
三

㍍
、
江
月
は
一
五
㍍
、
馬
踏
帽
一
・
八
㍍
、
表
勾
配
一
割
五
分
、
裏
勾

配
二
割
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

組
合
設
立
の
第
三
の
目
的
は
、
高
渕
抜
工
事
で
あ
り
ま
し
た
。
高
渕

狭
窄
部
拡
張
工
事
は
多
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
が
、
反
対
も
あ
っ
て
長
年

放
置
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
実
現
は
地
区
の
願
い
で
し
た
。

こ
の
工
事
は
、
こ
の
組
合
が
結
成
さ
れ
て
か
ら
推
進
さ
れ
ま
し
た
が
、

大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
　
に
関
東
大
震
災
が
起
き
て
、
予
算
の
削
減

や
期
限
の
延
期
に
よ
っ
て
、
見
通
し
が
つ
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

〔
五
三
組
合
〕

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
四
月
、
五
三
普
通
水
利
組
合
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
区
域
は
笠
郷
村
船
付
・
栗
笠
・
大
野
・
下
笠
・
上
之
郷
の
五

字
と
池
辺
村
根
古
地
・
根
古
地
新
田
・
大
場
（
外
駒
野
新
田
の
一
部
）

の
三
字
に
て
、
目
的
は
、
同
地
区
の
悪
水
抜
き
で
あ
り
ま
し
た
。

〔
瀬
田
水
害
予
防
組
合
〕

昭
和
三
年
に
設
立
。
輪
中
に
関
す
る
治
水
工
事
は
広
域
に
関
係
し
資

金
も
多
く
を
要
す
る
の
で
、
喜
多
輪
中
水
害
予
防
組
合
と
は
別
に
、
関

係
範
囲
を
広
め
た
組
合
を
設
立
し
ま
し
た
。

範
囲
は
牧
田
川
以
北
の
日
吉
・
多
芸
・
小
畑
の
各
村
・
不
破
郡
表
佐
・

荒
崎
・
合
原
・
綾
里
・
静
里
の
各
村
、
高
田
町
の
九
か
町
村
で
す
。

目
的
　
こ
の
場
合
は
一
般
の
組
合
と
性
質
が
異
り
、
牧
田
川
・
杭
瀬

川
合
流
地
点
よ
り
下
流
改
修
工
事
の
費
用
の
内
、
金
三
〇
万
円
を
一
時

立
替
え
よ
う
と
す
る
、
起
債
の
必
要
上
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
こ
れ
は
当
時
の
古
文
書
に
明
記
し
て
あ
り
ま
す
）

〔
水
利
組
合
の
解
消
〕

昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
一
一
月
三
日
、
高
田
町
以
下
九
か
町
村

が
合
併
し
て
養
老
町
が
誕
生
し
ま
し
た
。
多
芸
輪
中
と
喜
多
輪
中
の
各

村
々
、
皆
同
一
の
町
内
と
な
り
、
ま
た
牧
田
川
の
水
を
め
ぐ
る
南
北
両
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岸
の
村
々
の
対
立
も
解
消
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
両
組
合
が
存
続
す
る

意
義
が
な
く
な
り
、
多
芸
、
喜
多
両
輪
中
組
合
は
手
続
き
を
経
て
発
展

的
解
消
を
し
ま
し
た
。

〔
養
南
水
防
事
務
組
合
）
　
の
設
立

昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
　
の
集
中
豪
雨
と
伊
勢
湾
台
風
に
よ
る
、

大
水
害
の
後
、
強
力
な
広
域
水
防
組
織
の
必
要
が
生
じ
、
養
南
水
防
事

務
組
合
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

養
老
町
室
原

養
老
町
旧
日
吉
村
（字
大
畔
を
除
く
）

養
老
町
旧
多
芸
村

（牧
田
以
北
）

養
老
町
旧
小
畑
村

養
老
町
旧
高
田
町
（牧
田
川
堤
以
北
）

養
老
町
旧
多
芸
村

（牧
田
川
以
南

）

養
老
町
旧
高
田
（牧
田
川
以
北
除
く
）

旧
池
辺
村

・
旧
広
幡
村

旧
上
多
度
村

・
旧
笠
郷
村

南
濃

・
海
津

・
輪
之
内
町

の

一
部

同

石
畑

養
老
町
竜
泉
寺

養
老
町
沢
田

・
桜
井

・
上
方

・
五
日

市

・
橋
爪
字
大
畔

上
石
津
村
乙
坂
字
中
島

区

域

田

・
畑

・
宅
地

（
一
反
歩
に
っ
き

固
定
資
産
税
の
賦
課
標
準
た

る
家
屋
の
評
価

（千
円
に
っ
き
）

養南水防組合の区域及び分担金割合表

昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
一
二
月
の
町
議
会
に
お
い
て
は
、
規
約

が
審
議
議
決
さ
れ
同
三
六
年
一
月
に
発
足
し
ま
し
た
。

こ
の
組
合
は
、
養
老
町
・
上
石
津
町
・
南
濃
町
・
海
津
町
・
輪
之
内

町
を
以
っ
て
組
織
し
、
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
は
、
次
の
河
川
の

水
防
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
河
川
の
堤
防
に
伏
設
し
て
あ
る
樋
管
・
樋
門

の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
り
ま
す
。

牧
田
川
の
両
岸
・
相
川
の
右
岸
・
揖
斐
川
の
右
岸
・
津
屋
川
の
左
岸
・

金
草
川
の
両
岸
・
勢
至
谷
請
・
五
日
市
川
の
両
岸
・
杭
瀬
川
右
岸
・

泥
川
の
右
岸
・
色
目
川
両
岸
・
小
畑
川
の
両
岸
。

〔
養
南
水
防
組
合
の
解
散
〕

こ
の
組
合
は
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
　
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、

行
政
組
織
の
強
化
や
、
水
防
団
組
織
の
確
立
し
た
今
日
で
は
余
り
必
要

が
な
い
の
で
、
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
三
月
三
一
日
付
で
解
散
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
で
事
務
を
引
継
ぎ
ま
し
た
。

６
　
多
芸
輪
中
・
喜
多
輪
中
に
関
係
す
る
明
治
の
大
治
水
事
業

一
　
木
曽
三
川
工
事
の
う
ち
揖
斐
川
と
牧
田
川
の
分
流
工
事

明
治
新
政
府
は
、
治
水
事
業
の
近
代
的
推
進
の
た
め
に
、
先
進
国
オ

ラ
ン
ダ
か
ら
水
理
工
師
六
人
を
招
き
、
治
水
指
導
の
依
頼
を
し
ま
し
た
。

水
理
工
師
ド
ー
ル
ン
以
下
六
人
と
工
手
四
人
は
、
明
治
五
年
（
一
八

七
二
）
か
ら
逐
次
来
朝
し
、
そ
の
中
の
一
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
・
レ
ー
ケ

（
一
八
四
三
～
一
九
三
一
）
四
等
工
師
は
、
木
曽
三
川
の
改
修
工
事
を

担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
デ
・
レ
―
ケ
は
明
治
六
年
九
月

に
三
十
一
歳
で
来
朝
、
同
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
　
六
月
に
勲
二
等
に
叙
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デ・レーケ技師銅像

この銅像は、木曽三川治水１００周年

記念事業として、デ・レ「ケ技師ゆ

かりの地、船頭平河川公園（愛知県

海部郡立田村）に多くの方々の募金
により建立されました。

せ
ら
れ
て
帰
国
し
て
い
ま
す
。
こ
の
間
三
十
年
間
主
と
し
て
木
曽
三
川

の
治
水
指
導
に
当
り
ま
し
た
。

デ
・
レ
ー
ケ
の
調
査
　
役
は
明
治
一
一
年
か
ら
同
三
三
年
ま
で
木
曽

三
川
工
事
計
画
に
た
ず
さ
わ
り
ま
し
た
。

福
束
輪
中
（
現
輪
之
内
町
）
附
近
の
実
地
調
査
に
着
手
し
た
の
は
明

治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
で
し
た
。
「
彼
は
三
月
二
日
今
尾
の
宿
舎
を
出

た
、
デ
・
レ
ー
ケ
一
行
は
、
大
榑
川
を
検
分
し
、
松
内
村
渡
し
を
こ
え

て
、
大
巻
に
至
り
、
牧
田
川
上
流
並
に
養
老
谷
を
検
分
し
た
。
帰
路
は

鳥
江
村
を
通
り
、
大
垣
輪
中
と
水
門
川
を
検
分
し
、
福
束
村
を
経
て
難

波
村
に
止
宿
し
た
。
翌
日
は
揖
斐
川
筋
を
北
に
上
り
神
戸
に
止
宿
し

た
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岐
阜
県
治
水
史
の
視
察
日
程
に
よ
る
）

（
参
考
）
　
デ
・
レ
ー
ケ
養
老
公
園
に
泊
る
　
明
治
一
四
年
七
月
三
〇
日

に
同
公
園
の
説
教
所
（
真
宗
大
谷
派
）
　
に
宿
泊
し
た
こ
と
が
同
所
日
誌

に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
山
谷
の
砂
防
視
察
に
来
て
泊
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
（
親
し
み
を
覚
え
ま
す
。
）

明
治
一
一
年
四
月
に
上
申
し
た
デ
・
レ
ー
ケ
の
献
策
は
、
木
曽
川
だ

け
を
分
流
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
彼
は
同
一

六
年
ま
で
調
査
を
続
け
た
と
こ
ろ
、
木
曽
・
長
良
・
揖
斐
三
川
の
完
全

分
流
が
必
要
な
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
結
論
は
、
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
幕
府
勘
定
吟
味
役
よ
り

美
濃
郡
代
兼
帯
を
命
ぜ
ら
れ
た
井
沢
弥
惣
兵
衛
為
永
は
、
五
か
月
在
任

期
間
中
巡
視
し
て
、
三
大
川
分
流
治
水
策
を
幕
府
に
献
策
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
彼
の
死
後
十
六
年
目
に
薩
摩
藩
の
宝
暦
治
水
工
事
に
よ
っ
て
計

画
が
実
現
し
ま
し
た
。
当
時
の
こ
と
で
、
完
全
分
流
と
ま
で
は
い
か
な

か
っ
た
が
、
こ
の
井
沢
流
の
三
川
分
流
の
治
水
計
画
が
古
今
に
誤
り
が

な
か
っ
た
の
か
、
外
人
技
師
の
デ
・
レ
―
ケ
も
や
は
り
最
後
は
、
こ
の

結
論
に
達
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

木
曽
川
三
川
分
流
計
画
が
明
治
二
九
年
に
出
来
上
が
っ
た
が
、
こ
こ

で
は
、
牧
田
川
と
津
屋
川
に
関
係
す
る
も
の
の
み
を
取
り
あ
げ
ま
す
。

①
　
揖
斐
川
筋
、
現
、
安
八
町
結
附
近
か
ら
現
、
輪
之
内
町
松
内
ま

で
を
第
二
工
区
と
し
て
、
こ
の
間
は
河
道
が
不
規
則
で
あ
る
か
ら
、
水

流
を
よ
く
す
る
た
め
河
道
の
付
替
え
を
主
と
す
る
。

②
　
揖
斐
川
と
牧
田
川
の
合
流
す
る
附
近
で
は
、
福
束
輪
中
に
新
川

を
開
き
左
岸
堤
防
を
新
築
し
、
現
川
（
当
時
）
　
の
左
岸
堤
防
を
右
岸
堤

防
に
当
て
て
、
福
束
か
ら
今
尾
ま
で
の
現
川
数
は
牧
田
川
・
水
門
川
の

水
路
に
専
用
さ
せ
る
。
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揖斐川下流改修略図

（輪之内町史第四編　近現代Ｐ３３７より）

③
　
ま
た
第
三
工
区
に
お
い
て
は
、
大
巻
堤
外
地
に
新
水
路
を
開
い

て
、
大
榑
川
を
遮
断
し
、
大
榑
川
に
福
束
輪
中
の
悪
水
を
収
容
さ
せ
る
。

工
事
区
の
中
部
で
は
、
高
須
輪
中
に
新
川
を
設
け
、
旧
川
敷
は
津
屋
川

羽
根
谷
等
の
溪
流
及
び
多
芸
輪
中
の
悪
水
放
流
の
用
に
供
す
る
。
し
か

し
て
下
部
で
は
、
河
幅
を
広
め
る
た
め
左
堤
を
引
堤
す
る
。

等
が
計
画
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
頃
、
幕
政
時
代
か
ら
度
々
の
水
害
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
地
域
住

民
は
、
こ
の
三
川
流
域
地
方
が
東
高
西
低
の
地
形
で
あ
る
う
え
、
三
川

が
網
の
目
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
豪
雨
の
際
、
東
方
の
木

曽
、
長
良
両
川
の
濁
水
が
西
の
揖
斐
川
に
流
れ
込
み
、
そ
の
支
流
ま
で

流
水
を
妨
げ
、
氾
濫
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
。
三
川
完
全
分
流
は
地
域

住
民
の
長
い
間
の
悲
願
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
時
、
西
南
濃
有
志
代
表
達
は
、
福
束
輪
中
代
表
片
野
万
右
エ
門
・

加
納
輪
中
を
代
表
す
る
山
田
省
三
郎
が
中
心
に
な
っ
て
、
明
治
一
三
年

（
一
八
八
〇
）
に
「
治
水
改
修
有
志
社
」
を
結
成
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

八
十
有
余
の
輪
中
を
結
集
し
て
、
国
や
県
へ
改
修
促
進
を
働
き
か
け
ま

し
た
。
一
方
明
治
新
政
府
も
地
方
の
窮
状
と
熱
意
に
こ
た
え
て
、
積
極

的
に
対
処
し
た
の
で
、
総
計
費
約
九
七
五
万
円
（
明
治
四
四
年
ま
で
）

も
か
か
る
よ
う
な
大
改
修
が
順
調
に
進
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
。

二
　
工
事
の
状
況

イ
　
揖
斐
川
の
付
替
堤
防
が
牧
田
川
合
流
の
分
流
堤
と
な
る
。

①
　
場
所
　
揖
斐
川
と
牧
田
川
の
合
流
す
る
付
近
で
揖
斐
川
の
河
道

を
真
直
ぐ
に
す
る
た
め
、
福
束
輪
中
内
に
新
川
を
開
き
、
左
岸
堤
を
新

築
し
、
現
川
（
当
時
）
の
左
岸
堤
を
揖
斐
川
堤
防
に
あ
て
、
福
束
か
ら

根
古
地
下
ま
で
現
川
敷
は
牧
田
川
と
水
門
川
の
水
路
に
専
用
さ
せ
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
（
上
図
参
照
）

②
　
堤
防
の
長
さ
　
松
内
―
塩
喰
間
約
五
、
五
〇
〇
㍍

③
　
工
事
期
間
　
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
～
三
八
年
の
六
年
間

に
三
川
分
流
と
直
接
関
係
の
な
い
揖
斐
川
筋
の
松
木
か
ら
上
流
の
工
事

と
し
て
行
い
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
こ
の
工
事
は
木
曽
三
川
工
事
の
一
環
で
は
あ
る
が
、
三
川

分
流
工
事
の
あ
ら
ま
し
は
、
明
治
三
三
年
に
終
っ
て
、
竣
工
式
は
同
年

四
月
二
二
日
、
時
の
総
理
大
臣
山
県
有
朋
を
迎
え
て
、
当
時
の
吉
里
村

成
戸
の
堤
防
上
で
三
川
分
流
の
成
功
式
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
引

７９



改修後の揖斐川と牧由摘め合流点の中堤と

改修後の牧田川と杭瀬川の合流背割堤（上部地図）

改修前の牧田川と杭瀬川の合流点
（明治２４年の地図）
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続
き
こ
の
工
事
を
行
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

④
　
土
地
買
収
　
福
栄
輪
中
内
に
川
替
え
を
す
る
た
め
、
農
地
の
買

収
が
必
要
で
し
た
。
買
収
面
積
は
約
百
八
十
町
歩
（
一
七
八
二
〇
㌶
）

で
し
た
。

当
時
福
東
輪
中
民
の
買
収
反
対
が
あ
っ
て
因
っ
た
が
明
治
二
九
年

（
一
八
九
六
）
七
月
に
大
水
害
が
起
き
て
驚
き
、
一
挙
に
こ
の
買
収
問

題
が
解
決
し
た
こ
と
は
不
幸
中
の
幸
い
で
し
た
。

⑤
　
経
費
に
つ
い
て
　
三
川
分
流
工
事
全
体
の
経
費
は
明
治
二
〇
年

（
一
八
八
七
）
～
三
五
年
ま
で
の
国
費
が
三
四
三
万
円
、
岐
阜
県
費
負

担
分
五
三
万
円
弱
、
愛
知
、
三
重
県
合
せ
て
総
計
四
三
一
万
円
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
内
、
こ
の
工
事
分
の
費
用
は
調
べ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

⑥
　
工
事
の
難
行
　
堤
防
新
築
工
事
は
、
地
盤
軟
弱
で
打
杭
等
に
困

難
を
き
わ
め
ま
し
た
。

改
修
の
効
果
　
揖
斐
川
の
河
道
が
修
正
さ
れ
て
流
水
が
よ
く
な
り
、

木曽三川分流碑

（長良川左岸堤の成戸）

牧
田
川
と
の
合
流
点
が
背
割
堤
に
よ
っ
て
約
三
〇
〇
〇
㍍
下
流
へ
引
き

延
ば
さ
れ
、
豪
雨
の
時
で
も
牧
田
川
の
流
水
の
停
滞
が
緩
和
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

尚
、
こ
の
改
修
工
事
に
は
、
多
く
土
地
収
用
が
あ
っ
て
、
特
に
福
束

輪
中
住
民
に
多
く
の
犠
牲
が
払
わ
れ
て
い
ま
す
。

ロ
　
津
屋
川
と
揖
斐
川
の
合
流
点
引
下
げ
の
導
流
堤
工
事

津
屋
川
は
養
老
谷
に
発
源
し
、
養
老
山
麓
を
商
流
す
る
約
一
〇

キ
ロ
メ

―

ト

ル

程

の
川
で
あ
り
ま
す
。
小
坪
（
現
在
養
老
町
）
　
で
揖
斐
川
に
合
流
し
て
い

ま
し
た
。

堤
防
の
殆
ど
は
、
そ
の
左
岸
の
み
築
か
れ
て
い
ま
す
。
多
芸
輪
中
二

五
〇
〇
町
歩
（
約
二
四
七
五
㌶
）
　
の
耕
地
を
保
護
し
同
川
の
氾
濫
を
防

ぐ
機
能
を
果
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
川
は
一
旦
豪
雨
と
な
る

と
、
揖
斐
川
が
増
水
し
、
逆
流
し
て
、
自
川
の
増
水
と
合
せ
て
、
極
め

て
高
水
位
に
達
し
破
堤
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
揖
斐
川
へ
の
合

流
点
を
引
下
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
津
屋
川
改
修
は
前
述
の
明
治
一
九
年
に
三
川
分
流
計
画
の
第
三

工
区
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
三
川
分
流
の
主
工
事
で
な
い
た
め
、
遅

れ
て
同
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
　
に
取
り
か
か
り
同
三
五
年
に
完
了
し
ま

し
た
。こ

の
改
修
工
事
は
、
高
柳
（
現
養
老
町
）
か
ら
福
岡
（
現
海
津
町
）

ま
で
四
四
三
間
（
約
八
〇
〇
㍍
）
の
合
流
点
引
下
げ
、
新
堤
（
背
割
堤
）

の
構
築
で
あ
り
ま
し
た
（
地
図
は
次
頁
を
参
照
）
。
揖
斐
川
は
新
た
に
高

須
輪
中
の
中
を
開
削
し
て
、
真
直
に
す
る
た
め
津
屋
川
の
分
流
を
兼
ね
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揖斐川工事完成の碑

高柳の背割堤の起点に建つ

揖斐川と津屋川の合流点引下げの導流堤（背割堤）を示す地図

て
、
高
柳
か
ら
福
岡
ま
で
を
、
そ
の
右
岸
堤
と
し
て
の
構
築
を
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
揖
斐
川
の
本
流
の
付
替
堤
防
と
な
り
新
築
の
た
め
に
困
難

を
き
わ
め
た
の
で
す
。
明
治
三
五
年
一
月
漸
く
完
成
し
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
そ
の
後
は
、
揖
斐
川
の
逆
水
が
大
い
に
緩
和
さ
れ
ま
し
た

「
揖
斐
川
改
修
工
事
成

功
記
念
碑
」

津
屋
川
と
揖
斐
川
合
流

背
割
堤
の
起
点
に
標
題

の
建
設
者
不
明
の
碑
が

た
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

工
事
完
成
の
地
元
民
の

喜
び
で
し
ょ
う
。

「
薩
摩
藩
三
川
分
流

工
事
は
明
治
に
完
成
し

た
」享

保
二
〇
年
（
一
七

三
五
）
頃
の
幕
府
役
人

井
沢
惣
兵
衛
為
永
の
三

川
分
流
案
に
そ
っ
て
宝

暦
治
水
工
事
が
実
施
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
中
心

は
、
油
島
の
喰
い
違
い

堤
防
に
よ
る
締
切
り
と
、
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大
榑
川
洗
堰
に
よ
る
締
切
で
し
た
。
併
し
氾
濫
は
減
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

明
治
に
な
っ
て
、
政
府
は
木
曽
三
川
の
大
改
修
を
計
画
し
ま
し
た
。
こ

れ
に
は
、
斬
新
な
技
術
を
必
要
と
す
る
の
で
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
技
師
を

招
い
た
。
そ
の
担
当
技
師
デ
・
レ
―
ケ
は
同
じ
三
川
分
流
を
完
全
に
す

る
計
画
を
た
て
ま
し
た
。
政
府
は
こ
れ
を
明
治
二
〇
年
～
三
三
年
ま
で

に
お
お
む
ね
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
薩
摩
義
士
の
着
手
し
た
三
川
分
流
工
事
が
完
全
に
実

施
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
中
に
揖
斐
川
の
支
流
で
あ
る
牧
田

川
や
津
屋
川
の
合
流
点
を
下
げ
て
、
流
水
を
よ
く
す
る
た
め
導
水
堤
工

事
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

７
　
多
芸
輪
中
・
喜
多
輪
中
に
関
係
す
る
昭
和
の
大
治
水
事
業

一
　
牧
田
川
の
大
改
修

牧
田
川
の
鳥
江
・
高
渕
付
近
は
河
床
勾
配
が
急
に
緩
く
な
る
と
こ
ろ

で
牧
田
川
に
杭
瀬
川
が
合
流
し
て
お
り
、
さ
ら
に
金
草
用
・
小
畑
川
も

合
流
し
、
狭
さ
く
部
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

宝
暦
治
水
の
際
こ
の
烏
江
・
高
測
付
近
の
狭
さ
く
部
拡
張
工
事
は
主

力
工
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
工
事
だ
け

は
関
係
輪
中
や
地
元
民
の
意
見
が
合
わ
な
い
な
ど
の
事
情
か
ら
、
結
局

は
何
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
地
元
民
は
か
ね
が
ね
、
こ
の
狭

さ
く
部
の
拡
張
工
事
を
強
く
願
っ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
牧
田
川
の
鳥
江
か
ら
上
流
の
沢
田
西
端
広
瀬
橋
ま
で
は
河
床

勾
配
が
急
な
る
上
、
鳥
江
狭
さ
く
部
等
の
た
め
に
以
前
か
ら
水
害
が
棟

返
さ
れ
、
毎
年
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
人
々
は
、
そ
の
水

害
か
ら
人
命
財
産
等
を
守
る
た
め
に
、
よ
り
広
い
範
囲
、
よ
り
強
固
な

連
帯
で
治
水
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

既
に
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
　
に
、
多
芸
輪
中
（
揖
斐
川
・
津
屋

川
・
牧
田
川
・
金
草
川
）
堤
防
水
利
土
功
会
や
元
多
芸
郡
五
日
市
村
及

び
同
郡
竜
泉
寺
村
地
内
牧
田
川
請
茶
園
原
堤
防
組
合
連
合
村
会
が
組
織

さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
に
も
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
九
月
、
三

七
年
七
月
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
一
〇
月
と
相
次
ぐ
大
水
害
が
重

な
り
牧
田
川
南
北
の
水
利
・
水
害
の
論
争
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

の
時
、
前
述
の
牧
田
川
以
北
に
輪
中
連
合
組
織
で
あ
る
喜
多
輪
中
水
害

予
防
組
合
が
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
　
に
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
組

合
の
最
終
目
的
は
牧
田
川
と
杭
瀬
川
の
合
流
点
の
改
修
工
事
で
し
た
。

併
し
、
こ
の
工
事
は
も
っ
と
広
い
地
域
に
関
係
す
る
の
で
、
新
た
に
不

破
郡
の
関
係
村
を
加
え
て
、
瀬
田
水
害
予
防
組
合
を
昭
和
三
年
に
設
立

し
、
前
述
の
よ
う
に
牧
田
川
と
杭
瀬
川
合
流
点
、
及
び
、
そ
の
下
流
工

事
の
促
進
を
図
り
ま
し
た
。
又
、
要
請
に
よ
り
工
事
費
の
一
時
立
替
え

等
の
積
極
的
な
協
力
も
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
組
合
組
織
の
協
力
の
も
と
に
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
か

ら
は
、
牧
田
川
下
流
改
修
促
進
委
員
会
が
つ
く
ら
れ
次
の
人
達
が
そ
の

委
員
と
な
っ
て
、
さ
ら
に
積
極
的
な
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

東
島
卯
八
　
（
大
垣
）
佐
竹
直
太
郎
（
高
田
）
石
原
敏
夫
（
下
多
度
）

大
久
保
精
一
郎
（
日
吉
）
小
野
文
五
郎
（
笠
郷
）
西
脇
光
次
郎
（
多

芸
）
佐
藤
豊
次
郎
（
小
畑
）
松
永
金
吾
（
上
多
度
）
山
田
貞
策
（
池
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辺
）
野
津
乙
吉
（
多
芸
）
西
脇
哲
次
（
広
幡
）
谷
金
吾
（
船
付
）

こ
の
委
員
会
の
度
重
な
る
陳
情
は
遂
に
効
を
奏
し
て
、
昭
和
八
年
度
か

ら
、
こ
の
工
事
に
取
り
か
か
る
ま
で
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

高
渕
の
牧
田
川
と
杭
瀬
川
合
流
点
か
ら
下
流
は
国
が
行
い
、
こ
こ
か

ら
上
流
、
広
瀬
橋
ま
で
約
八

キ
ロ
メ

―

ト

ル

は
県
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ィ
、
牧
田
川
下
流
工
事

牧
田
川
の
左
岸
の
高
渕
、
右
岸
の
鳥
江
地
先
が
牧
田
川
改
修
境
界
線

で
、
下
は
揖
斐
川
合
流
点
に
至
る
約
八

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

で
あ
り
ま
す
。

主
工
事
は
、
牧
田
川
と
杭
瀬
川
合
流
点
の
分
流
工
事
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
高
潮
地
先
の
狭
さ
く
部
は
川
幅
を
拡
張
し
、
ま
た
同
地
先
に

お
い
て
、
牧
田
川
に
合
流
し
て
い
た
杭
瀬
川
に
は
新
川
を
開
削
し
背
割

堤
に
よ
り
分
流
し
、
合
流
点
を
二
八
五
〇
㍍
下
流
に
付
替
え
る
。
な
お

笠
郷
村
船
付
地
先
の
狭
さ
く
部
を
引
堤
し
て
、
屈
曲
部
は
新
川
を
開
削

し
、
付
替
え
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
必
要
な
護
岸
及
び
付
帯
工
事
を
施

工
す
る
。
次
に
そ
の
主
要
工
事
の
概
要
を
記
し
ま
す
。

①
掘
削
及
び
浚
渫
工
事
　
牧
田
川
の
河
積
並
び
に
新
川
付
替
及
び

杭
瀬
川
の
新
川
開
削
の
た
め
に
掘
削
及
び
浚
溪
工
事
を
施
行
し
ま
し
た
。

そ
の
区
域
は
本
川
改
修
上
流
端
よ
り
新
杭
瀬
川
の
合
流
点
に
至
る
二
、

八
五
〇
㍍
間
で
新
川
の
断
面
は
牧
田
川
で
敷
幅
三
〇
㍍
、
杭
瀬
川
は
二

〇
㍍
、
商
法
は
ど
れ
も
二
割
勾
配
と
し
、
な
お
必
要
な
河
積
を
与
え
る

た
め
、
高
水
敷
も
併
せ
て
掘
削
す
る
も
の
で
、
昭
和
八
年
四
月
下
流
部

よ
り
工
事
に
着
手
し
鋭
意
工
事
の
促
進
に
努
め
、
船
付
地
先
の
新
川
掘

削
を
完
成
し
、
牧
田
川
を
新
川
に
つ
け
替
え
た
が
、
そ
の
後
、
太
平
洋

戦
争
に
よ
っ
て
一
時
中
止
の
止
む
な
き
に
至
り
ま
し
た
。

昭
和
二
〇
年
終
戦
に
な
る
と
、
地
元
多
芸
輪
中
・
喜
多
輪
中
・
大
垣

輪
中
並
び
に
大
垣
市
は
、
牧
田
川
改
修
促
進
会
を
結
成
し
、
地
元
の
熱

心
な
援
助
を
得
て
、
幾
度
と
な
く
陳
情
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
工
事

が
再
開
さ
れ
、
当
時
物
資
の
不
足
、
経
済
の
不
安
定
な
時
で
あ
り
ま
し

た
が
、
地
元
民
よ
く
協
力
し
て
昭
和
二
四
年
二
月
に
は
、
漸
く
新
枕
瀬

川
の
通
水
を
見
ま
し
た
。

掘
削
土
砂
は
築
堤
敷
地
に
捨
土
し
一
部
は
低
湿
地
に
捨
土
し
ま
し
た
。

こ
の
掘
削
及
び
浚
溪
総
土
量
一
、
〇
〇
四
、
八
〇
〇
立
方
㍍
で
人
力
と

機
械
併
用
、
機
械
は
ド
ラ
グ
ラ
イ
ン
及
び
五
屯
機
関
車
を
使
用
し
て
、

全
部
完
成
し
た
の
は
、
同
二
九
年
（
一
九
五
四
）
　
三
月
で
あ
り
ま
し
た
。

②
牧
田
川
右
岸
の
築
堤
工
事
　
船
付
地
先
の
狭
さ
く
部
の
引
堤
工
事

を
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
五
月
に
着
手
し
同
一
四
年
三
月
竣
工
、
延

長
七
六
〇
㍍
で
あ
り
ま
し
た
。

牧田川改修工事の浚渫船

（室原　鈴木芳郎提供）

烏
江
地
先
狭
さ
く
部
の
引

堤
は
同
一
二
年
七
月
着
工
、

同
一
八
年
三
月
に
竣
工
、
延

長
三
三
〇
㍍
で
し
た
。

船
付
及
び
輪
之
内
町
塩
喰

地
先
の
新
川
付
替
え
に
伴
う

新
堤
築
造
は
同
一
四
年
八
月

着
工
、
同
二
〇
年
八
月
竣
工
、

こ
の
延
長
約
六
四
〇
㍍
下
流
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部
の
竣
工
は
同
二
六
年
一
二
月
で
あ
り
ま
し
た
。

同
二
七
年
三
月
に
は
金
草
用
樋
門
の
竣
工
と
同
時
に
金
草
川
締
切
り

を
完
了
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
二
八
年
の
十
三
号
台
風
に

ょ
り
牧
田
川
の
異
状
出
水
に
も
事
な
き
を
得
て
、
改
修
が
非
常
な
効
果

を
あ
げ
、
地
元
民
の
感
謝
の
的
と
な
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

③
旧
牧
田
川
左
岸
の
築
堤
工
事
　
高
渕
地
先
、
牧
田
川
最
狭
さ
く
部

の
川
幅
拡
張
並
び
に
杭
瀬
川
合
流
点
の
下
流
へ
の
付
替
並
び
に
上
流
端

の
枕
瀬
川
屈
曲
部
矯
正
の
た
め
新
堀
を
築
造
す
る
も
の
で
、
昭
和
二

年
二
月
か
ら
工
事
に
着
手
し
、
同
一
五
年
ま
で
に
大
体
完
了
し
、
新
杭

瀬
川
通
水
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
な
っ
た
が
そ
の
後
休
工
し
、
同
二
七

年
に
再
び
着
工
し
同
二
九
年
三
月
に
漸
く
竣
工
し
ま
し
た
。
こ
の
全
長

一
、
一
七
〇
㍍
で
あ
り
ま
し
た
。

①
牧
田
川
・
杭
瀬
川
の
背
割
工
事
　
高
渕
地
先
の
牧
田
川
に
合
流
し

て
い
た
杭
瀬
川
は
、
新
川
を
開
削
し
て
、
在
来
の
合
流
点
を
締
切
り
分

流
し
て
、
下
流
へ
付
替
え
る
た
め
延
長
二
八
五
〇
㍍
の
背
割
堤
を
築
造

す
る
も
の
で
、
天
端
の
高
さ
は
、
牧
田
川
計
画
高
水
位
よ
り
一
㍍
高
く
、

上
流
部
一
一
三
〇
㍍
間
は
天
端
幅
を
五
、
五
㍍
に
拡
め
、
高
さ
一
、
五

㍍
に
あ
げ
、
法
勾
配
は
全
部
二
割
に
し
ま
し
た
。

か
く
し
て
、
昭
和
九
年
三
月
着
工
し
て
全
部
竣
工
し
た
の
は
同
二
五

年
三
月
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
牧
田
川
の
逆
流
に
よ
る
水

害
は
全
く
除
か
れ
ま
し
た
。

瀬
田
水
害
予
防
組
合
は
翌
年
に
牧
田
川
・
杭
瀬
川
分
流
竣
工
記
念
碑

を
建
立
し
ま
し
た
。
（
次
頁
写
真
参
照
）

牧田川・杭瀬川背割工事仮橋

牧田川・杭瀬川背割堤

⑤
そ
の
後
、
牧
田
川
下
流
の
左
岸
の
高
、
低
水
の
護
岸
工
事
は
続
け
ら

れ
延
長
一
、
〇
六
二
㍍
を
昭
和
二
七
年
三
月
に
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
こ

れ
で
当
初
計
画
に
よ
る
左
岸
の
護
岸
工
事
は
一
応
完
成
し
ま
し
た
。

同
じ
く
右
岸
の
護
岸
工
事
は
左
岸
と
同
様
に
戦
争
中
休
工
し
て
い
ま

し
た
が
昭
和
二
五
年
か
ら
着
工
し
、
同
二
七
年
（
一
九
五
二
）
頃
に
完

了
し
ま
し
た
。

◎
牧
田
川
下
流
改
修
の
成
果

牧
田
川
と
杭
瀬
川
の
合
流
点
の
狭
さ
く
部
の
川
幅
拡
張
と
背
割
堤
に

よ
っ
て
、
そ
の
一
八
五
〇
㍍
下
流
で
牧
田
川
と
合
流
さ
せ
た
こ
と
に
よ

り
、
増
水
時
に
お
い
て
も
牧
田
川
・
杭
瀬
川
に
お
い
て
よ
く
疎
通
し
、

氾
濫
の
お
そ
れ
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

◎
牧
田
下
流
改
修
の
障
害

横
曽
根
用
水
付
香
と
揚
水
場
の
新
設
　
牧
田
川
の
左
岸
に
取
水
口
を
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分流竣工記念碑

工事に関係した

輪中組合役員
安田為三郎

早野一馬

高木貞三
川口　　　和田武次

佐竹惣六　桑原　甫

川地　鈴木治左ェ門　　　沢田

村上　　　　　大橋三二良

も
っ
て
い
た
横
曽
根
は
、
背
割
現
に
よ
り
杭
瀬
川
と
分
流
さ
れ
、
新
杭

瀬
川
は
旧
牧
田
川
よ
り
低
い
た
め
、
取
水
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
新

に
取
水
口
を
設
け
て
支
障
な
き
よ
う
に
し
ま
し
た
。

船
付
用
水
付
替
　
本
用
水
は
従
来
、
牧
田
川
右
岸
栗
笠
地
先
に
取
口

を
持
ち
、
約
八
〇
㍍
の
開
水
路
を
経
て
、
樋
管
に
よ
り
境
内
に
導
き
、

船
付
・
粟
生
地
区
約
二
五
〇
町
歩
（
二
五
〇
㌶
）
を
か
ん
が
い
し
て
い

た
が
、
牧
田
川
改
修
に
よ
り
、
杭
瀬
川
合
流
点
が
下
流
に
付
替
、
え
ら
れ

た
た
め
牧
田
川
の
平
時
流
量
が
殆
ど
な
く
な
り
、
取
水
不
可
能
と
な
っ

た
の
で
、
平
水
量
の
多
い
新
杭
瀬
川
よ
り
既
設
の
伏
越
樋
管
を
利
用
し

杭
瀬
川
に
床
止
め
を
設
け
、
金
草
川
へ
導
入
し
延
長
四
〇
四
㍍
の
新
水

路
を
開
削
し
て
、
在
来
の
水
路
に
取
付
け
て
、
か
ん
が
い
に
支
障
が
な

い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
着
工
は
、
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
で
完
成

は
同
二
五
年
三
月
で
し
た
。

牧
田
川
下
流
改
修
余
話

古
老
日
く
、
「
昭
和
八
年
頓
、
牧
田
川
の
改
修
工
事
が
始
ま
っ
た
、
川
の
堤
防
に

立
っ
て
見
て
い
る
と
、
向
の
方
に
浚
渫
船
が
一
隻
。
そ
し
て
ダ
ン
ベ
イ
と
い
う
土
砂

を
の
せ
る
長
さ
四
―
五
間
、
巾
九
尺
の
舟
数
隻
が
仕
事
を
し
て
い
た
。
又
一
方
で
は

五
屯
の
機
関
車
が
泥
を
運
ん
で
い
る
。
堤
の
側
で
は
線
路
で
ト
ロ
ッ
コ
を
押
し
て

い
る
光
景
が
見
ら
れ
た
。
当
時
農
家
の
人
が
働
き
に
い
っ
た
。
人
夫
賃
は
一
円
二
十

銭
、
一
円
、
八
〇
銭
の
段
階
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
」
と

工
事
中
に
兜
が
出
土

牧
田
川
・
杭
瀬
川
合
流
点
の
川
底
浚
渫

中
兜
の
鉢
が
出
土
し
た
。
こ
れ
は
関
ケ
原

戦
争
の
金
屋
川
原
の
合
戦
で
敗
れ
た
西
軍

の
士
の
所
有
物
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
当

時
瀬
田
水
害
予
防
組
合
長
政
鈴
木
治
左
エ

門
へ
高
渕
抜
き
工
事
完
成
祝
と
し
て
組
合

か
ら
贈
ら
れ
た
の
で
現
在
鈴
木
家
に
保
管

さ
れ
て
い
る
。

高
渕
抜
工
事
功
労
者
こ
の
工
事
は
昭
和
三
年
瀬
田
水
害
予
防
組
合

が
結
成
さ
れ
て
か
ら
始
ま
っ
た
国
の
事
業
で
あ
っ
た
が
、
鈴
木
治
左
衛

門
（
室
原
住
）
同
組
合
長
、
佐
竹
惣
六
（
祖
父
江
住
）
同
事
務
長
は
、

同
三
年
か
ら
（
戦
争
中
は
中
止
、
終
戦
後
）
同
二
五
年
三
月
完
成
ま
で

一
七
年
間
、
組
合
責
任
者
と
し
て
、
手
弁
当
で
現
場
へ
自
転
車
で
通
っ
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て
、
人
夫
を
集
め
る
等
の
世
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
同
二
六
年
七

月
ー
六
日
に
分
流
竣
工
記
念
碑
を
建
て
る
ま
で
奉
仕
さ
れ
ま
し
た
。

ロ
、
牧
田
川
上
流
工
事

昭
和
八
年
よ
り
、
牧
田
川
上
流
の
烏
江
地
先
か
ら
広
瀬
橋
ま
で
約
八

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

間
の
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

牧
田
川
は
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
　
の
大
洪
水
で
本
川
の
流
路
を
変

じ
て
、
高
畑
字
将
棋
頭
よ
り
北
と
南
の
二
派
川
に
分
か
れ
中
洲
に
大
墳

と
直
江
を
残
し
、
直
江
字
中
瀬
に
至
り
合
流
し
一
川
と
な
っ
て
、
今
回

の
改
修
ま
で
存
続
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
度
々
洪
水
に
あ
っ
て
、
川
底

に
は
土
砂
、
小
石
が
堆
積
し
て
、
沿
岸
の
耕
地
面
よ
り
高
く
な
っ
て
、

一
朝
増
水
す
れ
ば
、
破
堤
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
し
た
。
こ

の
改
修
は
、
関
係
住
民
の
永
年
の
願
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。

よ
う
や
く
こ
の
工
事
に
着
手
し
、
第
一
に
南
派
川
を
締
切
り
両
堤
を

増
補
し
、
又
南
北
両
堤
外
耕
地
の
牧
田
川
用
水
を
統
一
し
、
そ
の
他
の

工
事
を
大
々
的
に
行
い
ま
し
た
。
進
行
中
に
、
太
平
洋
戦
争
が
起
こ
っ

て
工
事
は
中
断
し
、
終
戦
後
ま
た
再
開
さ
れ
る
等
、
工
事
が
長
引
い
て
、

完
全
に
終
わ
っ
た
の
は
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
主
な
る
工
事
量
は
左
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

築
　
堤
　
左
岸
七
一
六
五
㍍
　
右
岸
四
五
五
四
㍍

護
岸
工
法
　
護
岸
　
延
長
七
四
三
四
㍍
、
水
制
工
　
延
長
一

六
〇
〇
㍍
　
護
岸
根
固
工
　
延
長
二
四
八
四
㍍
　
幅
三
・
六

メ
―

ト
ル

床
固
工
　
二
四
か
所
　
横
堤
一
六
か
所
　
橋
梁
　
多
芸
橋
（
昭
和

九
年
架
替
）
延
長
一
四
五
㍍
　
巾
　
四
・
五
㍍

用
水
統
一
工
事
　
左
岸
水
路
二
二
六
九
㍍
　
右
岸
一
四
一
六
㍍

悪
水
路
付
替
工
　
五
か
所
　
延
長
三
〇
〇
〇
㍍

昔の牧田川　将棋頭で南北二派川に分かれ、直江の中瀬でまた一筋となる。（明治２４年地図）
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工
事
の
概
要

河
底
勾
配
が
急
（
二
〇
〇
分
の
一
～
三
〇
〇
分
の
一
）
　
で
土
砂
多
く

流
路
が
乱
れ
て
い
た
の
で
次
の
よ
う
に
工
事
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

①
　
将
棋
頭
で
二
川
に
分
か
れ
て
い
る
南
川
河
道
を
締
切
り
、
特
に
現

在
の
南
岸
堤
を
補
強
し
ま
し
た
。

②
　
川
底
を
掘
り
下
げ
流
水
を
よ
く
し
ま
し
た
。

③
　
ダ
ム
や
横
堤
を
つ
く
り
、
川
底
を
固
め
土
砂
の
流
失
を
防
ぐ
等
。

⑥
　
上
流
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
、
蛇
か
ご
を
設
置
し
川
岸
の
く
ず

れ
を
防
ぎ
ま
し
た
。

⑤
　
牧
田
川
用
水
解
決
の
た
め
、
広
瀬
ダ
ム
を
つ
く
り
、
牧
田
川
用
水

を
南
北
公
平
に
分
け
、
水
争
い
を
な
く
し
ま
し
た
。

牧
田
川
横
堤
と
土
砂
溜
（
直
江
）

牧田川（直江付近）

⑤
の
用
水
工
事
は
当
時
と
し
て
は
、
最
高
の
工
法
で
あ
っ
た
と
い
い

ま
す
。以

上
牧
田
川
改
修
工
事
の
概
要
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
改
修
は
地
域

住
民
の
多
年
の
念
願
で
し
た
の
で
完
成
の
喜
び
は
一
入
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

牧
田
川
大
改
修
の
推
進
の
た
め
に
、
既
述
の
よ
う
に
瀬
田
輪
中
水
害

予
防
組
合
を
発
足
さ
せ
、
多
芸
輪
中
水
害
予
防
組
と
協
力
し
合
い
、
そ

こ
へ
大
垣
市
も
加
え
て
、
推
進
委
員
会
を
つ
く
り
ま
し
た
。
陳
情
を
幾

度
も
重
ね
て
、
漸
く
着
工
の
運
び
と
な
り
、
こ
の
推
進
力
と
な
っ
て
献

身
的
な
努
力
し
た
人
は
高
田
の
佐
竹
直
太
郎
で
あ
り
ま
し
た
。

佐
竹
直
太
郎
は
昭
和
三
―
五
年
、
七
―
一
一
年
と
二
回
衆
議
院
議
員
に
当
選
、
昭

和
二
一
年
投
し
勲
四
等
に
叙
せ
ら
れ
ま
し
た
。
彼
の
功
積
を
た
た
え
て
高
田
橋
の

た
も
と
に
「
治
水
有
誉
」
の
記
念
碑
が
地
元
民
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
毎
年

九
月
一
日
に
彼
の
顕
彰
祭
を
行
っ
て
い
ま
す
。

佐竹直太郎翁の治水有善の碑
（高田橋南）
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牧田川改修計画図（昭和６年）
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二
　
津
屋
川
の
逆
水
樋
門
と
排
水
機
の
設
置

揖
斐
川
と
津
屋
川
の
合
流
点
か
ら
の
導
流
堤
は
明
治
二
五
年
に
築
堤

後
逐
次
伸
し
て
、
今
日
に
お
い
て
は
南
濃
町
河
戸
地
先
ま
で
三
五
〇
〇

㍍
達
し
て
、
津
屋
川
の
流
水
を
よ
く
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
な
お

津
屋
川
は
揖
斐
川
の
出
水
に
よ
っ
て
、
逆
水
の
影
響
を
受
け
、
自
川
の

出
水
も
加
わ
っ
て
長
時
間
湛
水
し
堤
外
の
農
地
作
物
の
水
損
が
多
い
。

そ
の
た
め
、
揖
斐
川
へ
合
流
す
る
や
や
上
流
の
上
野
河
戸
地
内
に
昭

和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
か
ら
建
設
省
直
営
工
事
と
し
て
延
長
五
三
㍍

の
逆
水
止
樋
門
を
着
工
し
て
、
昭
和
三
四
年
に
完
成
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
揖
斐
川
の
逆
水
を
防
止
し
、
津
星
川
の
単
独
出
水
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は
、
連
か
に
排
水
さ
せ
、
閉
樋
後
は
流
域
内
に
降
る
雨
水
及
び
悪
水
を

本
川
内
に
湛
水
さ
せ
る
も
の
で
、
乃
ち
逆
水
防
止
に
よ
り
湛
水
区
域
及

び
そ
の
時
間
を
短
縮
し
、
同
川
筋
に
設
置
し
た
七
排
水
機
の
能
率
を
増

進
し
、
満
潮
の
影
響
に
よ
る
自
然
排
水
の
圧
迫
を
減
じ
、
又
養
老
山
地

の
異
状
出
水
に
よ
っ
て
万
一
津
屋
川
に
破
堤
が
あ
っ
て
も
、
揖
斐
川
と

絶
縁
し
て
、
災
害
を
軽
減
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
樋
門
の
構
造
は
左

の
通
り
で
す
。

樋
門
の
高
さ
五
㍍
・
帽
七
㍍
の
合
掌
扉
四
連
、
高
さ
六
㍍
・
幅
五
㍍

の
巻
き
上
げ
底
二
連
、
合
掌
扉
は
揖
斐
川
の
逆
水
を
自
動
的
に
防
止
し
、

巻
き
上
げ
麻
は
動
力
で
上
下
す
る
。
平
常
時
は
舟
航
の
た
め
に
巻
き
上

げ
て
お
き
、
増
水
時
に
は
閉
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
設
備

に
よ
っ
て
、
揖
斐
川
か
ら
の
逆
水
を
防
止
し
、
津
屋
川
の
単
独
出
水
を

早
く
排
水
し
、
被
害
を
最
少
限
に
喰
い
止
め
て
い
ま
す
。

こ
の
工
事
費
は
、
一
億
一
二
〇
〇
万
円
で
あ
り
ま
し
た
。

イ
　
津
屋
川
の
樋
門
の
改
築

津
屋
川
の
流
域
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
　
に
樋
門
が
完
成
し
た

に
も
拘
わ
ら
ず
、
同
三
六
年
六
月
、
同
四
九
年
七
月
、
同
五
〇
年
八
月
、

同
五
一
年
九
月
と
洪
水
が
重
っ
て
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
中
で
も
五
一

年
九
月
の
台
風
一
七
号
の
洪
水
被
害
は
著
し
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
津
屋
川
の
旧
水
門
が
逆
水
止
め
に
効
果
は
あ
っ
た
が
、
水

門
閉
塞
後
の
水
位
上
昇
に
よ
り
、
内
水
被
害
を
受
け
た
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
を
契
機
に
、
県
は
津
屋
川
の
改
修
計
画
を
た
て
ま
し
た
。
計

画
は
、
安
全
流
下
と
、
内
水
排
除
策
の
た
め
の
水
門
改
築
と
、
排
水
機

津屋川新逆水樋門（福岡橋下１００ｍ）

津屋川新排水機（福岡橋上３００ｍ）
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場
の
新
設
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
国
営
事
業
に
な
り
ま
し
た
。

旧
逆
水
止
樋
門
は
、
近
年
の
地
盤
沈
下
や
ク
ラ
ッ
ク
発
生
等
の
施
設
の

老
朽
化
、
流
下
能
力
不
足
等
に
よ
り
改
築
の
時
機
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

新
逆
水
止
樋
門
は
、
計
画
高
水
量
六
八
〇
ｍ

３
／
Ｓ
に
対
応
し
た
逆
Ｔ
型
三

連
門
（
Ｌ
＝
三
×
二
四
、
五
㍍
）
で
あ
り
、
水
門
位
置
は
、
内
水
対
策

上
の
効
果
、
経
済
性
、
維
持
管
理
か
ら
見
て
、
現
樋
門
よ
り
約
七
〇
〇

㍍
上
流
地
点
と
し
ま
し
た
。
こ
の
改
築
事
業
は
昭
和
六
一
年
一
〇
月
着

工
し
、
現
在
進
行
中
で
、
新
聞
に
よ
る
と
平
成
元
年
度
の
団
の
予
算
は

一
九
億
八
五
〇
〇
万
円
で
あ
り
ま
す
。
平
成
三
年
完
成
の
予
定
で
す
。

津屋川水門工事概要

工 事 箇 所 岐阜県海津郡南濃町、海津町地先

昭和６１年１０月～ 昭和６６年 ３月

約６９．３億円

６８０ｍソＳ

逆　 Ｔ　型

２４．５ｍｘ３連

Ｔ．ｐ－２．６０ｍ（暫定Ｔ．Ｐ．－１．２６ｍ）

Ｔ．Ｒ＋７．２４ｍ

Ｔ．Ｒ＋５．６０ｍ（暫定ＴＲ＋５．８０ｍ）

Ｔ．Ｒ＋０．３８ｍ

Ｔ「Ｐ．＋９．２４ｍ

シェルロ「ラーゲート

ワイヤーロープウインチ式

２モーター　 ２ドラム

８１．１ｍｘ２５．Ｏｍｘｌ．７ｍ

８１．１ｍｘ３０．Ｏｍｘ１．５ｍ

コンクリートブロック２ｔ型２０ｍ

コンクリートフロック２ｔ型２０ｍ＋雑石２０ｍ

鋼管杭（一部ＮＦ対策）

卯 ２００ｌ卯 １叫 疹１０００「β ８００序 ７００

５６本 ｌ５６本 「６０本 「３６本 ｉｌ随

鋼管杭（ＮＦ対策）

β８００　 「　　 朋 ００

１６１本　　 ―　　　 ４０本

色＝３６．５ｍ～４５ｍ

ＰＨＣ抗　 色＝８ｍ

が６００（Ｂ） 「　 ガ３００（Ａ）

２２８本　 １　　 ５０８本

鉄骨造　　 平屋建

ＡＬＣ版＋塗装（シート）

単純非合成鼓桁

１等橋

２６．３ｍｘ３連

２５．６ｍｘ３連

有効６．０ｍ、総幅員７．０ｍ

鉄筋コンクリ「ト造　 ２階建て

７．ＯｍｘｌＯ．２ｍｘ２Ｆ

工 期

工 費

計 画 高 水 流 量

水 門
型 式

幅 員

敷 高

揖斐川ＨＷＬ

津屋川　 〟

平 水 位

天 端 高

門 扉

巻 上 方 式

巻 上 機

水 叩 き
上 流 側

下 流 側

護 床 工
上 流 側

下 流 側

基 礎 工
水 門

翼 壁

く い 長

水 叩 き

操 作 室
構 造

仕 上 げ

管 理 橋
型 式

橋 格

橋 長

支 間

幅 員

管 理 棟
構 造

床 面 積
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木曽川下流改修（明治改修）説明板（海津町成戸　長良川堤防上）

揖斐川「津屋川分流」説明板（養老町大巻・高柳堤防上）
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牧田川「牧田川・杭瀬川の分流」説明板（養老町鳥江堤防上）

牧田川「牧田川上流改修」説明板（養老町高田堤防上）
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養老町を流れる小河川の略図

三
　
多
芸
・
喜
多
輪
中
の
支
川
の
昭
和
改
修

イ
　
金
草
川
は
、
多
芸
輪
中
の
北
隅
を
流
域
と
し
、
鳥
江
・
栗
笠
に

お
い
て
牧
田
川
に
合
流
す
る
。
牧
田
川
が
増
水
す
る
時
は
金
草
川
へ
逆

流
し
多
く
の
被
害
を
与
え
ま
す
。

こ
の
川
の
改
修
は
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
　
か
ら
始
め
昭
和
二
二

年
に
完
成
し
ま
し
た
。
改
修
の
県
当
初
予
算
は
二
一
二
、
〇
〇
〇
円
で

し
た
。工

事
区
城
は
、
右
岸
葉
笠
よ
り
岩
道
、
左
岸
烏
江
よ
り
高
田
ま
で
、

区
間
合
計
一
、
四

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

主
工
事
　
樋
管
の
長
さ
一
二
六
㍍
で
牧
田
川
を
伏
越
し
て
杭
瀬
川
に

放
流
す
る
も
の
　
（
か
ん
が
い
期
に
は
杭
瀬
川
の
水
を
逆
流
さ
せ
て
既
設

の
栗
笠
揚
水
機
に
連
結
し
て
用
水
に
供
す
る
）

伏
越
樋
管
の
長
さ
一
六
㍍
（
烏
江
導
水
暗
渠
）

水
路
　
上
流
部
放
流
延
長
二
〇
〇
㍍
、
河
床
中
一
五
㍍
、
高
位
部
水

路
一
五
〇
〇
㍍
、
河
床
中
三
～
四
・
五
㍍

金
華
川
樋
門
　
牧
田
川
か
ら
逆
水
防
止
の
た
め
に
建
設
省
事
業
と
し

て
、
牧
田
川
合
流
直
前
で
金
華
川
樋
門
を
つ
く
り
同
川
の
締
切
り
を
行

っ
た
の
は
昭
和
二
七
年
三
月
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
自

川
増
水
の
役
に
た
た
な
い
た
め
、
昭
和
五
三
年
か
ら
排
水
機
の
設
置
を

進
め
ま
し
た
。
（
排
水
の
項
で
説
明
）

ロ
　
杭
瀬
川
は
、
相
川
・
泥
川
・
色
目
川
等
の
支
川
を
合
せ
て
牧
田

川
に
合
流
し
、
流
域
は
一
市
四
郡
に
跨
り
、
か
ん
が
い
面
積
一
七
、
五

六
平
方

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

に
及
ん
で
い
ま
す
。
い
っ
た
ん
豪
雨
に
な
り
ま
す
と
、
破
堤
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し
多
大
の
損
害
を
起
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め

改
修
要
望
の
声
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
幸
い
牧
田
川
の
上
下
流
改

修
工
事
に
伴
う
支
流
の
改
修
と
し
て
、
昭
和
二
年
（
一
九
三
六
）
三

月
二
八
日
か
ら
着
手
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
工
事
費
約
三
五
万
円
、

地
元
負
担
金
約
三
分
の
一
。
改
修
区
域
は
杭
瀬
川
の
赤
坂
地
内
よ
り
、

下
流
は
小
畑
地
内
、
内
務
省
直
轄
施
行
。
杭
瀬
川
下
流
境
に
至
る
二
、

八
六
七
㍍
の
間
、
工
事
は
河
道
の
矯
正
及
び
河
底
の
浚
渫
、
悪
水
の
侭

疏
（
川
底
を
ふ
さ
ぐ
も
の
を
通
す
）
を
は
か
り
流
水
を
よ
く
し
、
か
ん

が
い
の
便
を
は
か
り
ま
し
た
。

杭
瀬
川
護
岸
工
事
は
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
　
に
着
工
し
同
二
八

年
九
月
に
当
初
計
画
を
完
了
し
ま
し
た
。
長
さ
は
六
八
一
〇
㍍
で
し
た
。

堤
防
補
強
と
川
幅
拡
張
工
事
　
昭
和
五
二
年
か
ら
牧
田
川
合
流
背
割

堤
起
点
附
近
か
ら
上
流
の
祖
父
江
地
内
相
川
合
流
点
に
至
る
間
の
堤
防

補
強
と
川
幅
拡
張
工
事
を
行
い
ま
し
た
。

ハ
　
相
川
は
、
垂
井
町
国
道
橋
か
ら
下
流
の
小
畑
の
杭
瀬
川
合
流
点

に
至
る
八
、
八
三
〇
㍍
、
工
費
約
四
八
万
円
、
地
元
負
担
金
約
三
分
の

一
、
着
工
は
昭
和
一
一
年
、
護
岸
工
事
と
堤
防
補
強
を
行
い
ま
し
た
。

二
　
泥
川
は
、
室
原
が
養
老
町
へ
合
併
す
る
以
前
は
不
破
郡
下
の
栗

原
・
表
佐
・
室
原
・
十
六
の
四
地
域
を
流
域
と
す
る
約
八

キ
ロ
メ

―

ト

ル

の
小
河
川

で
あ
り
ま
し
た
。
特
に
相
川
合
流
点
に
至
る
約
三

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

は
出
水
時
に
相
川

へ
合
流
口
の
高
水
位
停
滞
に
よ
っ
て
、
室
原
の
字
北
浦
を
中
心
に
表
佐

南
部
・
十
六
の
南
部
・
栗
原
東
部
の
稲
作
冠
水
で
豪
雨
の
た
び
毎
に
被

害
を
被
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
川
の
氾
濫
は
昔
か
ら
で
、
前
述
の
四
村
が

共
同
で
川
の
柳
刈
り
を
行
っ
た
古
文
書
も
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
冠
水
地
域
は
、
相
川
の
合
流
口
に
向
っ
て
漏
斗
形
に
な
っ
て
い

る
地
形
で
輪
中
を
形
成
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
地
帯
で
あ
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
川
の
堤
防
は
、
田
面
よ
り
高
さ
僅
か
に
一
㍍
位
で
、
い
っ

た
ん
豪
雨
と
も
な
れ
ば
、
す
ぐ
溢
流
し
ま
す
。
泥
川
は
、
こ
の
よ
う
な

特
異
な
川
で
あ
り
ま
す
。
附
近
の
稲
田
は
出
水
の
度
毎
に
冠
水
が
今
日

に
お
い
て
も
な
お
続
い
て
い
ま
す
。
今
ま
で
河
川
改
修
は
余
り
行
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
二
年
、
支
派
川
改
修
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
手
が
つ
け
ら
れ
ま

し
た
。区

間
は
相
川
合
流
点
か
ら
上
へ
室
原
ま
で
約
二

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

、
工
事
は
川
底
の

掘
さ
く
、
護
岸
、
築
堤
、
河
道
の
一
部
付
菅
等
を
行
い
流
水
を
よ
く
し

ま
し
た
。
そ
の
主
工
事
は
左
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

築
　
堤
　
延
長
二
九
〇
㍍

護
　
岸
　
延
長
三
六
七
二
㍍
　
内
　
粗
朶
護
岸
二
八
八
八
㍍
　
詰
杭

二
四
三
㍍
　
混
凝
土
張
五
五
〇
㍍

昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
）
か
ら
泥
川
大
改
修
が
始
ま
り
ま
し
た
。

現
在
の
泥
川
は
一
級
河
川
で
県
の
管
理
下
に
あ
り
ま
す
。
前
述
の
よ
う

に
、
こ
の
川
の
絶
え
ざ
る
水
害
に
つ
い
て
、
室
原
・
栗
原
・
表
佐
・
十

六
は
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
　
か
ら
陳
情
を
重
ね
た
結
果
、
初
め
て

取
り
あ
げ
ら
れ
、
県
は
部
分
改
修
に
着
手
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和

五
一
年
に
漸
く
「
公
共
小
規
模
河
川
改
修
工
事
」
の
指
定
の
運
び
と
な

り
、
小
河
川
で
は
あ
る
が
、
大
改
修
工
事
と
し
て
、
多
額
の
国
庫
補
助
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を
受
け
て
、
こ
の
工
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
内
容

は
、①

　
着
工
　
昭
和
五
一
年
（
泥
川
公
共
小
規
模
河
川
改
修
工
事
）
。

②
　
完
成
　
未
定
（
平
成
元
年
に
約
半
分
程
度
進
行
）
。

③
　
事
業
費
全
体
額
　
二
二
億
三
〇
〇
〇
万
円
。

年
度
予
算
三
年
間
平
均
約
一
億
円
程
度
。

⑥
　
改
修
規
模
　
延
長
（
相
川
合
流
点
か
ら
山
田
川
橋
ま
で
五
二
〇

〇
㍍
。

川
幅
　
北
浦
で
四
五
㍍
　
最
上
部
で
一
五
㍍
。

⑤
　
用
地
買
収
　
三
六
八
〇
〇
平
方
㍍
　
買
収
費
二
九
〇
〇
万
円
。

⑥
　
住
吉
用
水
堰
　
純
経
間
一
四
・
九
㍍
×
扉
高
二
二
五
㍍
×
二

門
　
鋼
製
魚
形
ゲ
ー
ト
一
億
六
〇
〇
〇
万
円

完
成
　
昭
和
五
九
年
五
月
（
岐
阜
県
土
木
部
）

⑦
　
滝
川
橋
　
長
さ
三
五
二
二
五
㍍
　
巾
三
㍍
　
経
費
三
八
〇
〇
万

円
、
昭
和
六
一
年
度
完
成

⑧
　
幸
　
橋
　
長
さ
五
〇
㍍
　
巾
三
㍍
　
北
浦
と
室
原
の
農
道
橋

昭
和
六
三
年
完
成
　
六
〇
〇
〇
万
円

⑨
　
川
幅
拡
大
、
築
堤
、
川
筋
矯
正
、
護
岸
工
事
現
在
進
行
中
。

泥
川
改
修
の
ね
ら
い
は
、
下
流
を
倍
以
上
に
川
幅
を
拡
げ
流
水
を
よ
く

し
て
洪
水
の
被
害
を
軽
減
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
洪
水

の
原
因
は
相
川
の
増
水
に
原
因
す
る
も
の
で
根
本
対
策
と
し
て
は
、
強

力
な
排
水
機
を
設
備
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
よ
う
で
す
。

ホ
　
色
目
川
は
、
日
吉
村
豊
地
内
よ
り
、
色
目
、
大
坪
、
蛇
持
地
区
を

通
り
、
綾
野
地
内
で
相
川
に
合
流
す
る
四

泥川改修後の住吉用水堰（室原）

色目川護岸工事（大坪）

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

の
小
河
川
で
あ
り
ま
す
。

現
在
は
一
級
河
川
で
県
の
管
理
下
に
あ
り
ま
す
。

昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
　
の
杭
瀬
川
水
系
の
諸
支
派
川
改
修
に
よ

っ
て
漸
く
手
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
工
事
内
容
は
、
川
床
掘
さ
く
浚
渫

河
道
の
局
部
付
替
、
用
排
水
路
の
付
替
、
樋
管
の
付
替
等
で
し
た
。
主

内
容
は
、

①

田
中
用
水
巾
五
・
六
㍍

堰
扉
一
・
五
㍍

木
造
席
捲
揚
式

②
　
蛇
持
用
水
堰
長
五
・
四
㍍

巾
一
・
三
五
㍍

高
二
・
〇
〇
㍍

③
　
色
目
逆
水
止
樋
管
　
樋
管
一
四
・
〇
〇
㍍

巾
一
・
五
㍍

高
二
・
〇
〇
㍍

鉄
筋
コ

ン

ク

リ

ロ

ト

こ
の
予
算
四
万
六
〇
〇
〇
円
、
地
元
負
担
一
万
六
〇
〇
〇
円
で
し
た
。
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昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）
県
単
事
業
と
し
て
、
堤
防
補
強
を
行
い
、

相
川
合
流
点
か
ら
上
の
養
老
街
道
橋
ま
で
三
六
三
㍍
の
浚
渫
、
粗
朶
柵

工
等
を
行
い
ま
し
た
。

昭
和
四
五
年
度
、
第
二
期
工
事
と
し
て
水
路
護
岸
工
事
と
築
堤
工
事

を
行
い
ま
し
た
。

昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
）
の
県
の
色
目
川
改
修
全
体
計
画
で
は
、

延
長
二
　
八
一
〇
㍍
、
事
業
費
二
億
二
三
〇
〇
万
円
で
、
現
在
も
改
修

継
続
中
で
あ
り
ま
す
。

全
体
計
画
は
、
相
川
合
流
点
か
ら
色
目
ま
で
、
主
と
し
て
水
路
護
岸

工
事
で
あ
り
、
平
成
元
年
度
は
大
坪
橋
ま
で
完
了
し
ま
す
。

昭
和
四
九
、
五
〇
、
五
一
年
と
集
中
豪
雨
が
続
い
て
、
危
険
水
位
に

達
し
溢
流
の
所
が
あ
っ
た
の
で
、
災
害
復
旧
工
事
に
よ
り
堤
防
の
嵩
上

約
〇
・
五
㍍
を
局
部
的
に
行
い
ま
し
た
。

平
成
元
年
七
月
～
一
一
月
ま
で
の
低
水
護
岸
工
事
は
、
大
坪
橋
ま
で

八
五
㍍
両
岸
、
水
路
幅
三
・
八
㍍
、
コ
ン
ク
リ
―
ト
側
板
工
事
（
工
事

写
真
前
ペ
ー
ジ
）
を
行
う
。

な
お
、
色
目
川
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
こ
と
は
、
豪
雨
の
場
合
に
豊
、

色
目
方
面
の
田
水
が
一
斉
に
流
れ
込
み
、
溢
流
す
る
こ
と
が
頻
煩
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
平
成
元
年
九
月
七
日
の
豪
雨
に
も
、
北
野
区
域
の
右

岸
堤
が
溢
流
し
て
、
同
部
落
民
が
応
急
処
置
を
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
色
目
川
は
豪
雨
の
時
す
ぐ
に
満
水
と
な
る
の
で
、
川
沿
い
の
小
字

田
中
（
大
坪
西
、
室
原
の
南
約
三
㌶
の
水
田
）
　
の
水
は
色
目
川
へ
出
ら

れ
な
く
な
っ
て
湛
水
し
、
水
稲
は
冠
水
し
被
害
を
受
け
ま
す
。
又
そ
れ

の
対
策
と
し
て
、
大
坪
、
室
原
は
水
越
し
場
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

へ
　
小
畑
川
は
、
宇
田
・
飯
田
・
祖
父
江
・
江
月
・
飯
積
・
直
江
・

金
屋
関
係
輪
中
を
区
域
と
す
る
小
河
川
で
あ
り
ま
す
。
杭
瀬
川
が
牧
田

川
と
合
流
す
る
上
流
で
杭
瀬
川
と
合
流
す
る
た
め
、
出
水
時
は
杭
瀬
川

の
増
水
で
逆
水
を
受
け
る
の
で
、
水
は
け
の
悪
い
川
で
あ
り
ま
す
。
従

っ
て
祖
父
江
・
江
月
・
多
芸
東
部
は
排
水
機
を
備
え
て
い
ま
す
。

こ
の
小
畑
川
の
改
修
は
県
事
業
で
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
三
月

二
四
日
か
ら
始
り
、
昭
和
一
八
年
度
に
完
成
し
ま
し
た
。

経
費
　
当
初
予
算
額
九
八
、
六
〇
〇
円
で
内
容
は
左
の
通
り
で
す
。

主
工
事
区
域
　
小
畑
村
江
月
～
祖
父
江
間
一
、
五
措

主
た
る
工
事
　
橋
梁
四
か
所
　
延
長
六
〇
㍍

水
堰
及
床
固
一
か
所
　
悪
水
路
付
替
水
路
工
二
か
所

延
長
一
、
一
〇
〇
㍍
　
樋
管
二
か
所

（
昭
和
四
〇
年
以
降
も
堤
防
嵩
あ
げ
工
事
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
資

料
は
手
に
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
）

昭
和
五
九
年
立
案
全
体
計
画

全
体
計
画
一
、
八
八
〇
㍍
一
二
〇
百
万
円

昭
和
五
九
年
～
六
一
年
　
築
堤
工
事
、
名
神
高
速
道
橋
梁
よ
り
上

へ
養
北
幼
稚
園
南
ま
で
。

昭
和
五
九
年
～
六
二
年
　
板
棚
護
岸
工
事
、
飯
積
の
光
敬
寺
北
よ

り
飯
田
部
落
の
西
端
ま
で
。

８
　
谷
の
治
水

養
老
山
地
の
扇
状
地
を
流
れ
て
い
る
谷
川
の
水
は
、
出
水
時
の
ほ
か
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は
地
中
に
し
み
こ
ん
で
扇
状
地
の
地
下
を
流
れ
て
い
ま
す
が
、
大
雨
に

な
る
と
谷
水
や
土
砂
が
あ
ふ
れ
て
、
田
畑
や
人
家
に
大
き
な
被
害
を
与

え
て
き
ま
し
た
。

小
倉
谷
の
扇
状
地
域
に
あ
る
若
宮
、
舟
見
、
小
倉
の
村
々
は
共
同
で

自
普
請
を
し
て
砂
防
堤
を
つ
く
り
村
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
若
宮
、
舟

兄
の
村
で
は
、
村
の
西
側
に
舟
見
堤
防
を
つ
く
り
、
谷
水
や
土
砂
が
村

内
に
入
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
今
も
当
時
の
石
づ
み
堤
が
残

っ
て
い
ま
す
。
扇
状
地
に
あ
る
畑
は
河
原
割
（
二
畝
～
七
反
）
が
し
て

あ
り
、
道
は
畑
よ
り
一
㍍
ぐ
ら
い
高
く
し
て
水
が
畑
に
入
ら
な
い
よ
う

に
し
て
あ
り
、
二
十
町
歩
ぐ
ら
い
の
畑
の
輪
中
が
で
き
て
い
ま
す
。
村

の
道
は
一
～
二
㍍
ぐ
ら
い
低
く
し
て
あ
り
、
堀
と
か
堀
道
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
家
の
西
側
に
土
手
を
築
き
、
出
水
時
の
谷
水
の
浸
水
を
防
ぐ
家

も
あ
り
、
村
全
体
で
水
の
被
害
が
少
な
く
な
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
ま

し
た
。谷

の
維
持
は
、
昔
は
家
々
で
行
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
個
人
の
力
で

は
出
来
な
く
な
り
、
村
で
山
組
を
つ
く
り
、
組
ご
と
に
義
務
人
夫
で
砂

防
堤
の
修
理
や
下
刈
り
、
谷
ざ
ら
え
な
ど
の
作
業
を
行
な
い
、
植
林
も

首
の
補
助
を
受
け
て
保
安
林
を
作
り
、
山
の
治
水
や
谷
の
推
持
に
は
、

村
の
責
任
で
取
組
ん
で
い
ま
し
た
。

明
治
四
三
年
に
小
倉
谷
の
ふ
と
う
と
い
う
所
で
地
す
べ
り
が
お
こ
り
、

村
人
十
数
名
が
半
日
間
工
事
方
法
を
揖
斐
郡
へ
学
び
に
い
き
、
は
げ
（
が

け
く
ず
れ
）
工
事
や
砂
防
工
事
を
し
ま
し
た
。
大
正
七
年
に
は
、
赤
岩

神
社
の
上
で
谷
川
の
自
然
石
ば
か
り
で
セ
メ
ン
ト
を
便
わ
ず
か
ら
づ
み

工
事
の
請
負
を
し
て
い
ま
す
。

昭
和
一
三
年
八
月
の
集
中
豪
雨
時
、
小
倉
谷
の
砂
防
堤
を
谷
水
が
三

～
四
〇

セ
ン
チ

メ

ー

ト

ル

越
し
た
と
き
に
は
、
村
民
は
藪
の
竹
を
切
り
、
身
体
に
竹
を

結
び
体
を
横
た
え
て
部
落
へ
の
浸
水
を
防
ぎ
、
人
家
の
な
い
方
の
堤
防

を
切
っ
て
浸
水
を
防
い
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

船見堤防（小倉谷）

赤岩神社の上のからづみ
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二

　

用

　

水

１
、
自
然
用
水

多
芸
輪
中
・
喜
多
輪
中
の
水
田
約
三
六
〇
〇
㌶
の
用
水
は
、
主
と
し

て
牧
田
川
・
津
屋
川
の
本
流
と
、
そ
の
支
流
並
び
に
、
地
下
水
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

牧
田
川
用
水

牧
田
川
で
は
、
川
を
挟
ん
で
南
北
に
二
分
し
て
農
地
に
取
水
す
る
の

で
、
渇
水
期
に
な
る
と
水
不
足
と
な
り
、
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
至
る

ま
で
、
用
水
の
論
争
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
　
か
ら
始
ま
っ
た
牧
田
川
改
修
に
よ
っ
て
、

広
瀬
ダ
ム
を
建
設
し
て
、
取
水
口
を
こ
こ
に
移
し
、
取
水
口
を
一
つ
に

し
、
取
水
量
も
多
く
な
り
、
南
北
公
平
に
配
水
す
る
こ
と
の
出
来
る
よ

う
に
樋
門
を
改
造
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
は
、
江
戸
時
代
か
ら
長
年
に

わ
た
っ
て
起
き
つ
づ
け
た
水
論
争
は
全
く
聞
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

牧
田
川
北
部
水
田
は
、
広
瀬
ダ
ム
取
水
日
か
ら
敢
水
し
て
い
る
牧
田

川
土
地
改
良
組
合
用
水
　
（
山
田
用
水
）
　
と
滝
川
、
色
目
川
、
小
畑
用
か

ら
の
用
水
で
す
。

牧
田
川
用
水
は
、
牧
田
川
左
岸
の
喜
多
輪
中
と
右
岸
の
沢
田
及
び
そ

の
以
南
一
帯
の
水
田
か
ん
が
い
の
た
め
に
、
牧
田
川
広
瀬
橋
の
す
ぐ
下

に
高
さ
一
、
八
㍍
、
基
礎
は
岩
板
に
た
っ
し
、
漏
水
を
完
全
に
ふ
せ
ぐ

ダ
ム
の
構
築
に
よ
っ
て
、
流
水
を
全
部
左
岸
の
水
門
に
集
め
、
分
水
樋

門
に
よ
っ
て
乙
坂
用
水
、
牧
田
川
用
水
及
び
石
畑
、
沢
田
用
水
に
分
け
、

牧田川用水取入口

石
畑
・
沢
田
用
水
は
さ
ら
に
乙

坂
の
地
先
で
、
牧
田
川
の
底
を

ヒ
ュ
ー
ム
管
で
通
し
、
サ
イ
ホ

ン
式
に
川
の
南
岸
へ
導
く
仕
掛

け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

南
岸
で
さ
ら
に
沢
田
・
石
畑
村

井
水
に
分
け
ま
す
。
こ
れ
が
南

岸
西
北
部
の
用
水
と
な
り
ま
す

（
一
二
四
頁
の
図
を
参
照
）
。

多
芸
輪
中
で
は
二
五
六
〇
㌶

余
の
う
ち
、
東
南
部
一
二
八
〇

㌶
余
は
海
抜
〇
、
六
㍍
以
下
の
低
地
で
あ
り
、
津
屋
川
、
牧
田
川
の
自

然
排
水
樋
門
は
常
に
閉
扉
し
て
あ
る
が
、
こ
の
潮
扉
を
開
け
ば
用
水
は

地
区
内
水
田
へ
流
入
し
、
即
ち
逆
水
を
利
用
し
て
、
か
ん
が
い
用
水
に

充
て
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
（
用
水
系
統
図
参
照
）
。

牧
田
川
右
岸
の
か
ん
が
い
は
、
こ
の
外
、
笠
郷
で
は
、
干
害
時
に
は
、

杭
瀬
川
か
ら
取
水
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
に
「
下
立
用
水
」
対
「
笠

郷
用
水
」
　
の
行
政
訴
訟
が
起
き
て
い
ま
す
。
次
に
そ
の
概
要
を
説
明
す

る
た
め
に
、
安
田
正
鷹
編
「
下
立
用
水
」
対
「
笠
郷
用
水
」
記
録
を
掲

載
し
ま
す
。

「
下
立
用
水
」
対
「
笠
郷
用
水
」
　
の
行
政
訴
訟

昭
和
二
〇
年
二
九
四
六
）
一
〇
月
一
九
日
、
当
時
の
笠
郷
村
会
に
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お
い
て
、
笠
郷
村
が
原
告
と
な
り
、
岐
阜
県
知
事
を
被
告
と
す
る
行
政

訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
議
決
し
、
同
年
一
一
月
六
日
に
受
理
せ
ら
れ

た
。こ

の
訴
訟
は
笠
郷
地
区
五
百
町
歩
の
水
利
に
つ
い
て
の
重
要
な
歴
史

で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
概
要
を
述
べ
ま
す
。

昭
和
一
二
年
（
一
九
三
五
）
の
頃
、
大
垣
市
内
の
下
立
用
水
の
取
水

口
が
、
大
垣
市
の
杭
瀬
川
に
変
更
さ
れ
た
。
こ
れ
は
大
垣
市
に
工
場
が

多
く
な
り
、
水
門
川
の
水
質
が
汚
濁
さ
れ
、
元
安
八
郡
州
本
村
・
同
浅

草
村
（
横
曽
根
を
除
く
）
　
の
灌
漑
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
か

ら
、
水
源
を
杭
瀬
川
に
変
更
し
た
の
で
あ
る
。

笠
郷
村
は
、
牧
田
川
に
取
水
口
を
設
け
て
灌
漑
用
水
を
取
水
し
て
来

た
の
で
あ
る
が
、
ま
た
金
草
用
に
も
取
入
口
が
あ
り
、
か
ん
ば
つ
時
に

は
、
牧
田
川
に
仮
締
切
を
設
け
、
船
付
用
水
は
牧
田
用
か
ら
、
そ
の
他

（
栗
笠
・
上
之
郷
・
下
笠
・
大
野
）
　
の
用
水
は
金
草
川
を
逆
流
せ
し
め

て
、
灌
漑
に
充
て
て
き
た
。
し
か
し
、
牧
田
川
に
は
殆
ど
流
水
が
な
い

か
ら
専
ら
杭
瀬
川
の
流
水
を
水
源
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
笠
郷
用
水
に
と
っ
て
、
新
た
に
下
立
用
水
が
上
流
で
引

水
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
脅
威
で
あ
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
た
め

に
、
笠
郷
村
長
と
高
田
町
長
が
県
に
出
頭
し
、
書
面
を
提
出
し
て
、
笠

郷
、
烏
江
用
水
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
下
立
用
水
を
制
限
し
て
、
笠

郷
用
水
・
鳥
江
用
水
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
申
し
出
た
。

こ
れ
に
対
し
て
県
は
、
経
済
部
長
名
で
回
答
を
与
え
、
笠
郷
用
水
・
鳥

江
用
水
に
不
安
を
与
え
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
。

笠
郷
・
烏
江
と
し
て
は
、
県
の
回
答
に
よ
っ
て
、
一
応
安
堵
し
て
い

た
が
、
昭
和
一
九
年
の
か
ん
ば
つ
時
に
な
っ
て
、
杭
瀬
川
の
流
水
が
涸

渇
し
た
た
め
、
慣
例
に
よ
っ
て
牧
田
川
に
板
締
切
を
設
け
て
取
水
す
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
下
流
で
取
水
を
す
る
横
曽
根
用
水
が
、
用
水
の
引

用
が
出
来
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
大
挙
し
て
船
付
用
水
に
押
し
か
け
、
仮

締
切
を
無
謀
に
も
実
力
を
も
っ
て
啓
開
し
、
水
を
流
し
て
引
用
し
た
た

め
、
両
者
の
間
に
水
争
い
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
水
論
は
、
笠
郷
用
水
と
し
て
は
、
未
だ
か
つ
て
な
か
・
つ

た
の
で
あ
っ
て
、
全
く
杭
瀬
川
を
上
流
で
引
用
す
る
下
立
用
水
の
影
響

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
笠
郷
用
水
五
百
町
歩
の
生
死
に
関
す
る
重
要

問
題
で
あ
っ
た
。

訴
訟
の
内
容
は
、

一
笠
郷
用
水
は
下
立
用
水
に
優
先
し
て
水
を
引
用
す
る
権
利
が
あ
る

か
ら
、
こ
れ
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
笠
郷
用
水
に
不
足
す
る
と
き
は
、

下
立
用
水
は
引
用
を
差
控
え
て
、
豊
郷
用
水
の
支
障
の
な
い
範
囲
で
水

を
引
用
を
す
る
こ
と
。

二
笠
郷
用
水
は
、
用
水
引
用
の
た
め
に
必
要
な
時
は
、
仮
締
切
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三
仮
締
切
の
費
用
は
下
立
用
水
で
負
担
す
る
。

こ
と
を
主
と
し
た
主
張
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
三
年
原
告
、
被
告
の
間
に
和
解
が
成
立
　
和
解
証
書
が
調
印

せ
ら
れ
、
立
会
人
と
し
て
、
大
垣
市
長
川
井
一
、
　
岐
阜
県
議
会
議
長
水

野
後
入
も
調
印
し
た
。
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和

解

証

書

一
、
被
告
は
原
告
に
対
す
る
旧
慣
に
よ
る
笠
郷
村
の
用
水
に
対
し
下
立

用
水
に
優
先
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

二
、
被
告
は
原
告
に
対
し
将
来
杭
瀬
川
の
水
位
が
低
下
し
て
用
水
に
支

障
を
生
ぜ
し
場
合
は
「
サ
イ
ホ
ン
」
　
の
下
流
に
於
て
他
の
水
利
を
考
慮

し
て
取
水
堰
を
設
置
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。
但
し
之
に
要
す
る
費

用
は
被
告
其
の
他
に
於
い
て
も
相
当
額
を
負
担
す
る
こ
と
。

右
の
通
り
和
解
が
成
立
し
た
か
ら
各
関
係
者
は
こ
れ
に
捺
印
署
名
し
各

一
過
を
所
持
す
る
も
の
と
す
。当

時
者
　
笠
郷
　
村
長
　
　
安
田
正
鷹
　
印

当
時
者
　
岐
阜
県
知
事
　
　
武
藤
嘉
門
　
印

立
会
人
　
大
垣
　
市
長
　
　
川
井
一
印

立
合
人
　
岐
阜
県
会
議
長
　
水
野
後
八
　
印

和
解
条
項
の
一
は
、
笠
郷
用
水
が
下
立
用
水
に
対
し
て
、
優
先
す
る

こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

和
解
条
項
の
二
は
、
「
サ
イ
ホ
ン
」
の
下
流
に
於
て
、
取
水
堰
を
設
置

し
得
る
こ
と
と
、
そ
の
費
用
は
県
其
他
に
於
い
て
も
相
当
額
を
分
担
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
和
解
条
項
に
依
る
堰
は
「
サ
イ
ホ
ン
」
　
の
取
水

口
の
下
流
に
永
久
構
造
の
も
の
が
設
け
ら
れ
、
杭
瀬
川
の
水
位
が
低
下

し
た
場
合
に
は
、
こ
の
固
定
堰
を
基
礎
と
し
て
、
更
に
そ
の
上
に
仮
締

切
を
行
わ
な
い
と
、
「
サ
イ
ホ
ン
」
か
ら
取
水
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
場

合
が
あ
る
。
こ
の
仮
締
切
も
和
解
条
項
の
効
果
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
。
笠
郷
用
水
は
河
川
法
そ
の
他
の
手
続
き
を
俟
つ
ま
で
も

な
く
、
こ
れ
を
実
施
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
仮
締
切
り
に
要

す
る
経
費
は
、
下
立
用
水
に
引
継
い
だ
大
垣
市
が
年
々
負
担
し
て
今
日

に
至
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
牧
田
川
改
修
工
事
の
た
め
に
、
「
サ
イ
ホ
ン
」
の
所
在
地
か

ら
、
こ
の
上
下
流
一
帯
に
か
け
て
、
河
川
の
状
態
が
一
変
し
た
。
今
日

の
牧
田
川
と
杭
瀬
川
は
、
横
曽
根
の
は
る
か
下
流
で
合
流
し
て
い
る
が
、

改
修
工
事
の
出
来
る
ま
で
は
、
高
渕
権
現
裏
で
合
流
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
今
日
見
る
「
サ
イ
ホ
ン
」
は
こ
の
改
修
工
事
と
し
て
、
設
け
ら
れ

た
も
の
で
、
笠
郷
用
水
の
取
入
も
重
要
な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。

２
、
揚
水
機
の
設
置

町
の
西
端
部
の
牧
田
川
の
以
北
、
以
南
の
地
は
稲
作
に
自
然
用
水
だ

け
で
は
不
充
分
の
上
、
砂
礫
地
の
た
め
漏
水
も
多
く
し
ば
し
ば
干
害
に

か
か
っ
て
農
民
達
は
苦
悩
が
た
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

石
畑
で
は
大
正
三
年
に
、
池
辺
で
は
部
分
的
に
水
不
足
を
生
ず
る
田

が
あ
っ
て
大
正
二
年
に
、
石
油
発
動
機
の
揚
水
機
を
備
え
つ
け
て
、
こ

の
水
不
足
を
解
消
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
で
は
機
械
が

精
巧
で
な
い
た
め
故
障
が
多
く
、
廃
止
の
や
む
な
き
に
至
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
に
入
り
、
終
戦
後
に
な
る
と
、
食
糧
不
足
に
よ
る
米

の
増
産
は
重
要
政
策
の
一
つ
と
な
っ
て
、
農
民
の
増
産
意
欲
も
高
ま
り
、

干
害
地
方
で
は
、
水
不
足
対
策
と
し
て
、
揚
水
機
の
設
備
が
急
に
増
加

し
、
干
害
に
よ
る
不
作
は
殆
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
最
近
は
用
水
に
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
方
式
を
採
用
し
て
い
る
地
方

も
で
き
て
、
自
由
に
給
配
水
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
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養老町内揚水機設置状況

揚水機管理組合名 揚水
機数 揚水機管理組合名

揚水
機数

島 田 揚 水 機 組 合 増 穂 土 地 改 良 区

下 高 田 揚 水 機 組 合 釜 段 土 地 改 良 区

押 越 土 地 改 良 区 笠 郷 土 地 改 良 区

押 越 東 部 水 利 組 合 大 野 揚 水 機 組 合

烏 江 土 地 改 良 区 飯 田 揚 水 機 組 合

石 畑 土 地 改 良 区 大 坪 揚 水 機 組 合

牧 田川用 水土地 改良 区 蛇 持 掲 水 機 組 合

養 老 西 部 揚 水 機 組 合 祖 父 江 揚 水 機 組 合

竜 泉 寺 揚 水 機 組 合 牧田川北部多芸土地改良区

飯 ノ 木 揚 水 機 組 合 日吉機械 用水利 用組合

上 多度東 部土地 改 良区 室 慌 土 地 改 良 区

小 坪 土 地 改 良 区

合 計大 巻 土 地 改 良 区

現在用水の取水状況（養老町内）

地 区 別 現 在 用水状 況

高 田

金草 川馬場 川、牧 田 川土地 改 良組 合用水 及 びパ イプ ラ イン使用

（押 越地 区 ）
除 川 ・新 川 ・金草 川 よ り取 水 （高 田 ・畠田 ・下 高田地 区 ）不 足

分 は揚 水機

パ イプ ラ イン揚 水機 使 用 （烏 江 ）

養 老

牧 田 川土地 改 良組 合用 水及 び石畑 井組 用 水 よ り取 水 （沢 田 ・桜

井 ・上 方 ・五 日市 ・竜 泉寺 ・勢 至 ・石 畑 ・明徳 ・柏 尾 ）西 濃用

水 を石畑組 用 水路 へ増加 、 揚 水機

広 幡

金軍 用 よ り取 水 （臼 ヶ島 ・大跡 ・西岩遺 ）、津屋 川の 一部 と源 氏

橋 附 近の 滴水 使 用　 飯 ノ木の不 足分 は掲 水機使 用　 大跡 ・岩 遺

では 自噴 水 も使 用

上 多 度
津屋 川 よ り取 水 （鷲巣 ・小 倉 ・一 色 ・有 尾 ・田村 ・横屋 地 区）
東部 土地 改 良地 区の 下地 水路 か らポ ンプア ップ してパ イプ ラ イ

ン　 施 設は 田村 ・横屋

池 辺

牧 田 川の逆 水 によ り取 水 （大場 本 田 ・根 古池 ・瑞 穂 ・大 代）津

屋 川の迫 水 に よ り取 水 （小坪 ・高柳 ・太巻 ．）

旧十三 ヶ村 落江 よ り取水 は釜 段
不 足分 は揚 水機

笠 郷

金草 川 よ り取水 （栗 笠 ・船 付 ・大野の 一部 ・上之瑚 ・下 笠）津

屋 川 及び飯 ノ木方面 よ り流下 の余 水 （三 ツ屋）

干 魅時 は杭 瀬 川 よ り取 水、不 足 分は揚 水機

小 畑

色 目川 よ り取 水 （大坪 ・蛇持 ）

小畑 よ り取 水 （飯 田 ・祖 父 江 ・江 月）
不足 分揚 水機使 用

多 芸
小畑 川 よ り取 水 （飯積）

揚 水機 使 用 （金屋 ・直江 ・飯積 ）

日 吉
牧 田 川土 地改 良組 合用 水 と西濃 用 水、不 足分揚 水機 （僑 爪 ・字
田 ・中村 ・新 宮 ・豊 ・安 久 ）

室 原 泥 川で大 部分 、西 濃用 水
揚水機

３
、
西
濃
用
水

近
頃
の
、
人
口
の
増
加
、
工
場
の
進
出
、
農
業
用
水
の
汲
み
上
げ
等

に
よ
り
地
下
水
の
不
足
は
年
々
深
刻
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
解

消
す
る
た
め
、
農
林
省
に
お
い
て
西
濃
用
水
建
設
の
計
画
が
た
て
ら
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
推
進
す
る
た
め
に
東
海
虐
政
局
西
濃
用
水

農
業
水
利
事
務
所
が
設
置
さ
れ
、
昭
和
四
四
年
二
月
一
八
日
に
は
、
西

濃
用
水
協
議
会
が
発
足
し
、
会
長
に
は
大
垣
市
長
森
直
之
、
委
員
に
は

関
係
町
長
、
各
土
地
改
良
区
理
事
長
の
町
村
代
表
等
が
な
っ
て
こ
の
事

業
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
農
業
用
水
の
国

の
事
業
と
し
て
進
め
ら
れ
、
昭
和
五
八
年
度
に
完
成
し
ま
し
た
。

計
画
用
水
は
、
揖
斐
川
の
水
を
揖
斐
川
町
岡
島
頭
首
口
の
右
岸
取
水

口
で
取
水
し
た
水
を
西
部
幹
線
路
に
よ
り
、
池
田
町
か
ら
垂
井
町
を
経
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て
養
老
町
に
入
り
、
象
鼻
山
麓
の
別
所
か
ら
橋
爪
に
至
り
、
此
処
に
お

い
て
、
既
設
の
山
田
用
水
路
に
取
付
け
山
田
支
線
水
路
に
、
分
岐
し
ま

す
。
毎
秒
一
、
五
二
ｍ

３
で
、
日
吉
並
び
に
室
原
地
区
七
一
三
㌶
を
潤
し
、

幹
線
は
さ
ら
に
牧
田
川
を
横
断
し
て
養
老
地
区
に
入
り
、
石
畑
井
水
組

用
水
路
へ
取
付
け
、
石
畑
支
線
水
路
と
な
り
、
桜
井
―
上
方
―
五
日
市

―
竜
泉
寺
―
勢
至
―
石
畑
へ
と
毎
秒
〇
、
九
一
ｍ

３
の
用
水
を
供
給
し
、

五
一
二
㌶
の
耕
地
を
か
ん
が
い
し
ま
す
。

水
路
は
日
吉
地
区
で
幅
二
、
四
㍍
、
高
さ
〇
、
九
五
㍍
、
石
畑
地
区

で
は
幅
一
・
六
㍍
、
高
さ
一
㍍
で
あ
り
ま
す
。

西
濃
用
水
建
設
負
担
金
の
養
老
町
分
と
経
常
費
負
担
は
次
の
通
り
。

西
濃
用
水
費
用
負
担
金

養
老
町
分
の
建
設
費
と
経
常
負
担
額

年
度
建
設
負
担
金
額

昭
和
五
九
年
度
　
四
七
、
〇
四
六
千
円

六
〇
年
度
　
三
九
、
八
二
一
千
円

六
一
年
度
　
六
二
、
四
五
七
千
円
（
償
還
開
始
）

経
常
負
担
額

年
額
約
六
〇
〇
万
円
に
し
て
二
分
の
一
を
町
助
成
に
よ
り
、
関
係
地

区
で
は
約
三
〇
〇
万
円
を
負
担
す
る
。

こ
の
西
濃
用
水
は
農
林
省
が
計
画
し
国
費
で
施
行
し
た
も
の
で
あ
り

ま
す
が
、
完
成
し
た
現
在
の
管
理
運
営
は
、
西
濃
用
水
土
地
改
良
区
連

合
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
。
事
務
所
は
揖
斐
川
町
上
岡
島
の
取
水
口
に
あ

っ
て
数
人
の
職
員
を
置
き
管
理
運
営
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
年
間
の

経
費
は
関
係
市
町
の
負
担
金
で
あ
り
ま
す
が
、
経
常
費
は
約
五
〇
〇
〇

万
円
で
あ
り
ま
す
。
現
在
の
送
水
量
は
最
大
量
の
七
割
に
制
水
し
て
い

ま
す
。
又
送
水
は
末
端
ま
で
約
二
時
間
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
、
養
老
町
の
稲
作
は
、
特
に
西
北
部
（
日
吉
・
室
原
・

養
老
地
区
）
は
水
不
足
が
甚
だ
し
く
、
不
作
の
年
が
多
い
た
め
、
こ
れ 揖斐川岡島頭首工（西濃用水土地改良連合より）
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西濃用水取付口

（橋爪、象鼻山南下）

西濃用水の養老町内の取入口（西濃用水概要書より）

の
対
策
と
し
て
、
牧
田
川
用
水
の
最
大
限
の
利
用
、
揚
水
機
の
設
置
な

ど
の
対
策
に
心
掛
て
釆
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
な
お
、
充
分
で
は
な
か

っ
た
の
で
、
こ
の
た
び
養
老
町
は
西
濃
用
水
の
計
画
に
参
加
し
ま
し
た
。

こ
れ
で
西
北
部
の
干
害
地
は
漸
く
救
わ
れ
て
か
、
今
日
で
は
水
不
足
の

声
を
殆
ど
聞
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

三

　

排

　

水

養
老
町
の
地
勢
は
、
北
西
高
、
東
南
低
で
、
東
南
部
に
行
く
程
低
く
、

海
抜
〇
㍍
か
ら
二
㍍
の
低
湿
地
帯
が
多
く
な
り
ま
す
。
牧
田
川
は
町
内

を
二
分
し
て
東
に
流
れ
、
養
老
・
安
八
の
郡
境
を
南
下
し
て
、
根
古
地

の
下
の
地
先
に
至
り
揖
斐
川
と
合
流
し
ま
す
。
輪
中
内
の
滞
水
は
、
平

常
は
徐
々
に
牧
田
川
や
津
星
川
に
自
然
排
水
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
悪
天
候
が
続
く
と
、
降
雨
量
が
多
く
な
っ
て
、

牧
田
川
は
支
流
の
泥
川
・
相
川
・
色
目
川
・
杭
瀬
川
・
小
畑
川
・
金
草

川
等
と
共
に
増
水
し
大
洪
水
と
な
り
ま
す
。
多
芸
・
喜
多
輪
中
は
、
水

の
は
け
口
を
失
っ
て
、
低
湿
地
帯
か
ら
次
第
に
増
水
し
て
、
稲
が
水
没

し
大
被
害
を
蒙
り
ま
す
。
殊
に
池
辺
地
区
は
毎
年
の
よ
う
に
被
害
を
受

け
て
い
ま
す
。
こ
の
痛
手
は
昔
か
ら
繰
り
返
さ
れ
、
住
民
は
問
題
解
決

の
た
め
に
必
死
の
工
夫
と
努
力
を
続
け
て
来
ま
し
た
。

明
治
時
代
に
な
る
と
、
機
械
の
発
達
は
著
し
く
、
こ
れ
に
目
を
つ
け

い
ち
早
く
排
水
機
を
取
り
入
れ
た
の
が
、
大
巻
の
山
田
貞
策
で
あ
り
ま

し
た
。

１
、
養
老
町
内
排
水
機
の
第
一
号

４２１



養老町排水系統図

番号は「養老町排水機一覧表」（次頁）参照
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養老町排水機一覧表

地区番号
地区名

排 水職 名 排水

面積

原動機 ポ ンプ 設置年月

ＰＳ Ｅ Ｍ 径 斜 渦 軸 Ｈ Ｑ

商 用
下露田

鳥 江 烏 江

旧十三ケ 村 斗十三ケ 村

五 三
小 坪大 野

旧 六ケ 村 旧 六ケ 村

瑞 穂 瑞 穂

大 巻 大 巻

小 坪 小 坪

釜 駒 釜 駒

色目用 色日用

江 月 江 月

祖父江 祖父江

多 芸 多 芸

旧十三ケ 村 下地東部

〃
旧下地東 部

旧 六ケ 村 下 地合 同

〃
下 地第 一

〃
下 地第 二

大 場

新 田

大 場新 田

自然排 水区 域

金草川

五日市

落 江

津屈朝

泥 川

色目川

小畑川

明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
大
巻
の
先
覚
者
山
田
貞
策
の
献
身
的
な

努
力
に
よ
っ
て
、
高
柳
地
区
に
、
我
国
に
お
い
て
も
二
番
目
と
い
う
水

連
式
蒸
気
機
関
の
排
水
機
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
排
水
機
設
置
は
、
大
い
に
効
果
を
発
揮
し
、
低
湿
地
農
業
に
一

大
革
命
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
影
響
は
大
き
く
、
明
治
・
大
正
・

昭
和
と
年
を
追
っ
て
、
排
水
機
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
又
旧
設
備
は
老

朽
化
す
る
の
で
、
よ
り
大
き
い
完
全
な
排
水
機
に
改
善
さ
れ
て
き
ま
す
。

こ
の
排
水
機
は
ど
う
な
っ
た
か

初
め
は
三
〇
馬
力
水
車
式
で
あ
っ
た
が
明
治
四
五
年
に
二
〇
吋
両
吸
込
渦
巻
ポ

ン
プ
に
改
造
、
蒸
気
機
関
も
改
造
し
、
そ
の
後
昭
和
二
四
年
県
事
業
に
よ
っ
て
新
機

械
に
取
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

２
、
旧
十
三
ケ
村
地
区
県
営
湛
水
防
除
事
業

本
地
区
は
、
養
老
町
及
び
南
濃
町
の
多
芸
輪
中
西
北
部
と
中
位
部
を

占
め
る
低
湿
地
で
総
面
積
六
八
五
㌶
、
受
益
面
積
三
五
〇
㌶
で
あ
り
ま

す
。
地
区
標
高
は
西
北
部
で
五
・
四
～
一
㍍
、
中
位
部
で
〇
・
七
㍍
（
二

段
排
水
地
区
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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地
区
内
に
は
、
昭
和
八
年
養
老
郡
南
部
排
水
改
良
事
業
と
、
昭
和
二

六
年
地
盤
変
動
対
策
事
業
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
五
台
の
排
水
機
と
、

二
台
の
二
段
排
水
機
が
あ
り
ま
す
が
、
最
近
排
水
河
川
で
あ
る
津
屋
川

の
水
位
上
昇
と
、
地
区
内
地
盤
沈
下
及
び
、
地
区
内
整
備
に
よ
る
流
量

の
増
加
で
、
排
水
不
良
と
な
り
、
昭
和
三
四
年
八
月
、
昭
和
三
六
年
六

月
の
豪
雨
に
は
甚
大
な
る
湛
水
被
害
を
被
り
ま
し
た
。

計
画
の
概
要
　
前
述
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
三
日
間
連
続
雨
量

三
二
三
・
一

ミ
リ

メ

ー

ト

ル

降
雨
が
あ
っ
た
場
合
、
基
準
田
面
上
の
許
容
湛
水
深

〇
・
二
㍍
上
の
湛
水
時
間
を
三
六
時
間
以
内
に
す
る
様
に
排
水
計
画
を

た
て
ま
し
た
。

本
地
区
の
排
水
は
養
老
町
飯
ノ
木
・
大
跡
部
落
よ
り
約
七

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

旧
十

三
ケ
村
排
水
路
を
流
れ
南
濃
町
駒
野
新
田
地
内
で
津
屋
川
に
ポ
ン
プ
排

水
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
流
域
左
岸
に
二
段
排
水
地
区
（
下
地
東
部
）

が
あ
り
ま
す
。

四
四
年
、
駒
野
新
田
地
内
に
排
水
ポ
ン
プ
口
径
二
二
着

ミ
リ

メ

ー

ト

ル

二
台
、
排

水
量
八
・
〇
ｍ

３
／
ｓ
と
、
排
水
路
の
一
部
三
一
〇
〇
㍍
の
改
修
に
よ
り

湛
水
防
除
し
、
農
業
経
営
の
安
定
と
高
度
化
を
は
か
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。

工
事
の
概
要
昭
和
四
四
年
に
事
業
計
画
の
採
択
と
な
り
、
実
施
設

計
を
四
、
〇
〇
〇
千
円
で
計
画
し
ま
し
た
。
昭
和
四
五
年
よ
り
昭
和
四

六
年
度
の
二
か
年
で
、
長
二
六
・
五
㍍
・
巾
三
二
・
二
㍍
、
高
六
・
九

㍍
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
―
ト
造
り
の
機
場
工
事
及
び
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
―
ト

造
り
、
建
築
面
積
二
五
八
平
方
㍍
の
上
屋
建
築
工
事
を
一
三
三
、
〇
五

一
千
円
で
施
行
し
ま
し
た
。

昭
和
四
七
年
か
ら
三
か
年
で
排
水
路
の
改
修
工
事
と
し
て
、
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
パ
ネ
ル
舗
装
を
延
長
二
、
七
一
五
㍍
、
一
九
四
、
三
二
五
千
万

円
で
施
行
し
ま
し
た
。

こ
の
間
、
昭
和
四
五
年
よ
り
同
四
八
年
に
か
け
て
、
口
径
三
五
〇

ミ
リ

メ

―

ト

ル

排
水
ポ
ン
プ
二
台
を
債
務
負
担
行
為
に
か
け
、
八
八
、
六
六
八
万
円
で

施
行
し
ま
し
た
。

３
、
多
芸
輪
中
用
排
水
事
業

こ
の
地
域
は
年
々
西
北
地
に
お
い
て
は
用
水
、
東
南
地
に
お
い
て
は

排
水
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
明
治
一
六
年

（
一
八
八
三
）
　
の
多
芸
輪
中
水
利
土
功
連
合
会
議
案
の
中
に
次
の
よ
う

な
箇
条
が
見
え
て
い
ま
す
。
「
抜
井
ハ
輪
中
最
大
利
害
二
関
ス
ル
モ
ノ
ナ

レ
バ
該
取
締
規
約
を
遵
守
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
ル

抜
井
所
持
者
ニ
ハ
鑑
札
ヲ
付
ス
現
場
二
棟
木
ヲ
置
ク

乱
リ
ニ
抜
井
ヲ
掘
ラ
ナ
イ

隠
掘
ヲ
見
ツ
ケ
タ
ト
キ
ハ
連
カ
ニ
埋
壊
ス
ル

抜
井
ハ
一
株
ニ
ッ
キ
三
十
円
ヲ
差
出
ス
コ
ト
」

な
ど
と
あ
り
ま
す
。

や
た
ら
抜
井
を
す
る
と
一
年
中
水
が
噴
出
し
て
排
水
に
困
る
か
ら
制
限

も
止
む
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

当
時
の
多
芸
輪
中
内
の
用
排
水
の
状
況
を
み
る
と
面
積
は
、
お
よ
そ

二
、
四
〇
〇
㌶
で
標
高
は
約
一
・
五
㍍
程
度
、
排
水
不
良
の
た
め
一
帯

は
湿
潤
で
あ
り
ま
す
。
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出
水
時
に
は
、
自
然
排
水
が
悪
く
な
っ
て
湛
水
が
数
日
に
及
ぶ
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
所
々
に
小
排
水
機
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
効
果
は
あ

り
ま
せ
ん
。

又
、
用
水
に
つ
い
て
も
、
旱
天
時
に
は
牧
田
川
も
金
草
川
も
取
水
不

可
と
い
う
状
態
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
放
任
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
用
排
水

事
業
が
昭
和
五
年
か
ら
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

旧
十
三
ケ
村
落
江
排
水
幹
線
を
改
修
し
、
津
屋
川
吐
口
に
お
い
て
排

水
機
を
設
け
、
又
池
辺
排
水
幹
線
を
改
修
し
て
、
同
様
に
津
星
川
吐
口

に
排
水
機
を
設
置
し
て
連
年
の
湛
水
被
害
を
除
去
し
、
さ
ら
に
干
害
を

な
く
す
る
た
め
に
杭
瀬
川
を
金
草
川
沿
い
に
導
き
、
揚
水
機
を
設
け
て

揚
水
し
金
草
川
右
岸
に
逆
流
さ
せ
、
現
在
あ
る
両
江
普
通
水
利
組
合
の

排
水
伏
越
の
下
流
に
お
い
て
、
鳥
江
用
水
幹
線
、
笠
郷
用
水
幹
線
に
分

水
し
て
用
水
源
に
し
ま
す
。
他
の
低
地
に
対
し
て
は
、
排
水
施
設
の
完

成
に
伴
い
、
逆
潮
か
ん
が
い
を
行
い
、
用
排
水
の
完
全
を
期
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

こ
の
事
業
は
長
い
年
月
が
か
か
っ
て
、
昭
和
四
二
年
に
漸
く
完
成
し

ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
こ
の
地
域
の
灌
排
水
が
大
改
善
さ
れ
ま
し
た
。

４
、
養
老
町
内
排
水
機
の
沿
革

①
　
小
坪
排
水
機

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
　
の
創
設
一
五
馬
力
蒸
気
機
関
ポ
ン
プ

は
、
縦
軸
片
吸
込
渦
巻
（
一
〇
㌢
）
ポ
ン
プ
二
台
で
あ
っ
た
が
、
昭
和

六
年
（
一
九
三
一
）
一
五
貯
低
圧
モ
ー
タ
ー
に
改
め
た
。
昭
和
二
三
年

に
φ
五
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

軸
流
ポ
ン
プ
（
西
島
製
）
三
〇

キ
ロ

ワ
ッ
ト

モ
ー
タ
ー
（
安
川

製
）
Ｑ
＝
〇
・
六
ｔ
／
ｓ
に
改
造
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

②
　
釜
段
駒
野
新
田
排
水
機

明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
設
置
の
ポ
ン
プ
で
原
動
機
は
八
〇
Ｈ
Ｐ
の

蒸
気
機
関
、
ポ
ン
プ
は
二
二
㌢
の
横
軸
両
吸
込
の
渦
巻
ポ
ン
プ
二
台
で
、

後
モ
ー
タ
ー
に
変
更
、
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
）
地
盤
沈
下
対
策
事

業
に
よ
り
旧
施
設
を
撤
去
し
、
既
設
排
水
樋
管
を
補
強
利
用
し
て
、
φ

六
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

堅
型
斜
流
ポ
ン
プ
二
台
荏
原
式
と
八
〇
Ｈ
Ｐ
電
動
機
（
明
電

舎
）
　
二
台
Ｑ
＝
一
四
六
ｔ
／
ｓ
に
改
築
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
排
水
条
件
の
変
動
に
よ
り
、
排
水
機
能
力
増
強
の
必
要
を

生
じ
、
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
）
よ
り
五
二
年
に
か
け
て
、
φ
一
〇

○
○

ミ
リ

メ

―

ト

ル

堅
型
斜
流
ポ
ン
プ
（
荏
原
製
）
一
八
〇

キ
ロ

ワ
ッ
ト

モ
―
タ
ー
（
冨
士

電
機
製
）
一
台
Ｑ
＝
二
・
〇
ｔ
／
ｓ
を
現
機
場
の
前
進
地
内
に
設
置
し

排
水
路
を
水
管
で
跨
い
で
増
設
排
水
槽
へ
放
出
す
る
構
造
で
あ
り
ま
す
。

③
　
瑞
穂
排
水
機

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
池
辺
北
部
耕
地
整
理
組
合
に
よ
っ
て
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
蒸
気
機
関
九
〇
馬
力
一
台
、
ポ
ン
プ
は
二
六
吋
横
軸
吸

込
渦
巻
ポ
ン
プ
二
台
で
あ
っ
た
が
、
五
三
排
水
機
と
合
併
し
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
二
五
年
県
営
灌
排
水
事
業
に
よ
っ
て
φ
六
〇
〇

ミ
リ

メ

―

ト

ル

横
軸
渦
巻
ポ
ン
プ
　
（
荏
原
製
）
一
〇
〇
Ｈ
Ｐ
デ
ィ
―
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
各
二

台
排
水
量
一
・
五
六
ｔ
／
ｓ
を
新
設
し
五
三
土
地
改
良
区
よ
り
独
立
し

ま
し
た
。
昭
和
四
八
年
に
こ
の
ポ
ン
プ
が
能
力
低
下
を
き
た
し
、
湛
水
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の
被
害
漸
増
し
た
の
で
湛
水
防
除
事
業
に
よ
っ
て
、
昭
和
四
八
年
～
五

二
年
旧
機
場
を
撤
し
、
本
堤
掘
割
樋
管
新
設
工
事
は
建
設
省
の
委
託
施

行
に
よ
っ
て
二
か
年
に
わ
た
り
実
施
し
、
昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
）

に
運
転
可
能
と
な
り
、
同
五
一
年
九
月
一
二
日
の
豪
雨
に
充
分
に
そ
の

効
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。
そ
の
施
設
の
規
模
は
φ
八
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

ポ
ン
プ

二
台
（
三
菱
）
電
動
機
は
三
菱
製
一
二
五

キ
ロ

ワ

ッ

ト

二
台
排
水
量
二
・
四
ｔ
／

ｓ
で
あ
り
ま
す
。

④
　
旧
六
ケ
村
排
水
機

昭
和
三
年
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
二
型
式
の
ポ
ン
プ
を
採
用
し
た
為

に
排
水
機
場
は
二
か
所
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
方
は
四
五
吋
堅
型
片

吸
込
渦
巻
ポ
ン
プ
一
〇
〇
Ｈ
Ｐ
モ
ー
タ
ー
歯
車
電
動
で
あ
り
。
他
方
は
、

三
〇
吋
横
軸
両
吸
込
渦
巻
ポ
ン
プ
二
台
を
一
〇
〇
Ｈ
Ｐ
モ
―
タ
ー
直
結
で

運
転
す
る
も
の
で
す
。
境
内
の
水
槽
へ
吐
出
し
間
門
を
通
じ
て
津
屋
川

へ
排
水
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
前
者
は
西
島
製
作
所
、
後
者
は
奥
村

電
気
商
会
製
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
ポ
ン
プ
は
昭
和
三
四

年
（
一
九
五
九
）
八
月
根
古
地
決
壊
に
よ
り
水
没
し
復
旧
を
断
念
し
、

地
盤
変
動
対
策
事
業
と
災
害
復
旧
事
業
の
合
併
施
行
で
、
上
流
約
四
〇

〇
㍍
の
二
双
極
地
点
で
φ
九
五
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

堅
型
軸
流
ポ
ン
プ
（
久
保
田
）
二

台
一
二
五
ｋ
Ｗ
モ
―
タ
ー
（
日
立
製
）
　
二
台
、
排
水
量
三
・
六
ｔ
／
ｓ
を

昭
和
三
六
年
度
に
設
置
し
ま
し
た
。
又
昭
和
二
六
年
度
に
地
盤
沈
下
対

策
事
業
に
よ
っ
て
、
二
双
樋
地
点
に
φ
八
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

横
型
軸
流
ポ
ン
プ

（
荏
原
製
）

一
台
一
五
〇
Ｈ
Ｐ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
二
日
（
新
潟
鉄
工
製
Ｑ
＝
一
・

五
ｔ
／
ｓ
を
増
設
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
地
盤
沈
下
、
外
水
位
の
上
昇
、

圃
場
整
備
等
に
よ
っ
て
、
湛
水
被
害
が
増
大
し
た
の
で
昭
和
四
九
年
（
一

九
七
四
）
湛
水
防
除
事
業
に
よ
り
排
水
機
工
事
に
着
手
し
昭
和
五
三
年

度
に
機
場
完
成
、
こ
の
規
模
は
φ
一
〇
〇
〇

ミ
リ

メ

ー

ト

ル

筒
型
斜
流
ポ
ン
プ
二

台
（
久
保
田
製
）
原
動
機
は
直
結
型
一
八
極
水
密
モ
―
タ
―
（
東
芝
製
）

一
八
〇
ｋ
Ｗ
二
台
、
排
水
量
四
・
〇
ｔ
／
ｓ
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
こ
に
は
、
大
正
四
年
設
置
の
五
〇
Ｈ
Ｐ
ガ
ス
発
動
機
一
八
吋

堅
軸
片
汲
込
渦
巻
ポ
ン
プ
が
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
廃
止
し
ま
し

た
。⑤

　
五
三
　
（
笠
郷
、
池
辺
）
排
水
機

大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
笠
郷
、
池
辺
六
五
〇
町
歩
（
六
五
〇
㌶
）

を
対
象
と
し
て
根
古
地
排
水
機
を
合
併
設
置
し
ま
し
た
。
蒸
気
機
関
二

六
三
Ｈ
Ｐ
で
三
八
吋
横
軸
両
汲
込
渦
巻
ポ
ン
プ
二
台
で
排
水
錬
鉄
管
に
て
、

堤
外
に
放
出
す
る
機
構
で
機
関
は
英
国
製
、
ポ
ン
プ
は
奥
村
製
で
あ
り

ま
す
。昭

和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
瑞
穂
区
域
が
独
立
し
ま
し
た
が
、
東
南

海
地
震
に
よ
る
地
盤
沈
下
の
結
果
、
地
盤
沈
下
対
策
事
業
が
発
足
し
、

県
下
初
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
さ
き
の
蒸
気
機
関
は

一
五
〇
Ｈ
Ｐ
電
動
機
二
台
に
換
装
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
事
業
に
よ
り
、

こ
の
モ
ー
タ
ー
を
新
潟
鉄
工
製
の
一
五
〇
Ｈ
Ｐ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
と

交
換
し
新
た
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
φ
八
〇
〇

ミ
リ

メ

―

ト

ル

可
変
翼
横
型
軸
流

ポ
ン
プ
二
台
に
は
、
さ
き
の
ポ
ン
プ
を
取
り
外
し
た
一
五
〇
Ｈ
Ｐ
の
モ
―

タ
―
を
装
着
し
、
排
水
量
三
・
〇
ｔ
／
ｓ
の
増
設
を
行
い
、
昭
和
二
六

年
に
完
成
し
ま
し
た
。
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そ
の
後
、
地
盤
沈
下
は
継
続
し
て
進
行
し
、
津
屋
川
の
洪
水
位
も
上

昇
し
、
地
区
内
の
圃
場
整
備
は
昭
和
三
四
年
の
水
害
か
ら
急
に
進
み
、

湛
水
防
除
事
業
着
手
の
気
運
も
高
ま
り
、
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）

度
よ
り
事
業
に
着
手
し
、
同
四
四
年
度
に
完
了
し
ま
し
た
。

事
業
の
内
容
は
機
場
の
位
置
を
江
橋
地
内
と
し
、
牧
田
川
に
排
水
す

る
計
画
で
、
新
た
に
一
六
一
五
㍍
の
導
水
路
を
新
設
し
ま
し
た
。
ボ
ン

プ
は
φ
一
四
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

、
堅
型
斜
流
ポ
ン
プ
二
台
（
久
保
田
製
）
四
六
〇

キ
ロ

ワ
ッ
ト

電
動
機
二
台
（
冨
士
電
気
製
）
で
排
水
量
は
九
、
二
ｔ
／
ｓ
で
あ
り

ま
す
。⑥

　
烏
江
排
水
機

養
老
郡
南
部
用
排
水
改
良
事
業
で
烏
江
地
区
は
揚
水
機
掛
り
と
な
っ

た
が
、
排
水
は
、
取
水
樋
管
を
通
じ
て
金
草
川
へ
排
水
し
て
い
た
。
し

か
し
金
草
川
の
水
位
上
昇
に
よ
り
し
ば
し
ば
洪
水
に
よ
る
湛
水
被
害
を

被
っ
た
た
め
に
食
糧
増
産
事
業
に
よ
っ
て
排
水
機
を
新
設
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
に
お
い
て
φ
六
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

、
横
型
軸

流
ポ
ン
プ
　
（
荏
原
製
）
五
〇
■
モ
ー
タ
ー
（
芝
浦
）
各
一
台
Ｑ
＝
〇
・

四
ｔ
／
ｓ
で
七
〇
㌶
の
排
水
を
処
理
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
近
年
排
水
本
川
杭
瀬
川
の
水
位
上
昇
に
よ
り
金
草
川
の
水

位
も
上
昇
し
、
地
区
内
の
地
盤
沈
下
も
加
わ
っ
て
、
湛
水
被
害
も
甚
大

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
金
草
川
の
内
水
排
除
の
要
望
も
あ
っ
て
、

建
設
省
に
よ
る
金
草
川
排
水
機
の
計
画
が
立
案
さ
れ
、
進
捗
し
ま
し
た

が
地
元
の
意
向
統
一
が
出
来
ず
難
行
し
ま
し
た
。
昭
和
五
一
年
（
一
九

七
六
）
九
月
一
二
日
の
水
害
を
転
機
に
実
施
の
方
針
に
固
ま
り
ま
し
た
。

一
方
湛
水
防
除
事
業
と
し
て
農
地
排
水
の
問
題
も
あ
り
、
下
高
田
地

区
と
合
併
し
高
田
地
区
と
し
て
計
画
立
案
し
、
昭
和
五
二
年
申
請
し
ま

し
た
、
湛
水
防
除
計
画
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

設
置
場
所
　
養
老
町
丑
墳
地
内

排
水
本
川
　
金
草
川

排
水
機
増
設
　
φ
八
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

×
九
〇

キ
ロ

ワ
ッ
ト

×

一

台

Ｑ

＝

一

・

四

ｔ

／

ｓ

排
水
機
吐
出
樋
管
は
下
高
田
と
共
用

導
水
路
　
　
三
〇
〇
㍍

こ
の
結
果
は
金
草
川
排
水
機
（
国
営
）
設
置
に
か
わ
り
ま
す
。

⑦
　
下
高
田
排
水
機

北
を
牧
田
川
、
南
を
金
草
川
左
岸
堤
、
東
を
鳥
江
輪
中
堤
（
杉
堤
）

を
も
っ
て
包
ま
れ
、
西
高
位
部
は
牧
田
川
・
金
草
川
に
挟
さ
ま
れ
た
三

角
状
地
帯
は
高
田
市
街
部
を
含
め
て
形
成
さ
れ
る
こ
の
排
水
区
域
は
西

高
位
部
排
水
路
の
除
川
を
も
っ
て
南
北
に
二
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
北
よ

り
丑
墳
・
高
田
・
楽
野
の
自
然
排
水
樋
門
に
よ
り
金
草
川
へ
排
水
さ
れ

ま
す
。
こ
の
内
、
除
川
は
高
田
樋
門
よ
り
金
草
川
を
へ
て
、
牧
田
川
へ

流
下
す
る
が
楽
野
樋
門
か
ら
流
出
す
る
南
部
区
域
は
樋
門
を
出
て
、
た

だ
ち
に
除
川
堤
外
金
草
川
と
瀬
割
堤
に
よ
り
併
行
し
、
牧
田
川
右
岸
堤

に
到
達
し
、
栗
笠
用
水
樋
管
を
逆
流
し
て
杭
瀬
川
へ
流
入
し
て
い
ま
す
。

上
記
の
通
り
自
然
排
水
に
も
少
し
で
も
有
利
に
な
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
地
区
標
高
は
、
三
・
四
㍍
～
五
・
〇
㍍
位
で
一
た
ん
豪

雨
に
際
し
て
は
一
面
白
海
と
な
り
ま
す
。
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
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よ
り
団
体
営
灌
排
水
事
業
と
し
て
、
排
水
機
の
設
置
に
着
手
、
同
三
〇

年
ま
で
に
、
排
水
機
場
を
完
成
し
、
同
三
〇
年
に
地
区
排
水
路
と
除
川

の
改
修
を
完
了
し
ま
し
た
。
本
事
業
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

排
水
機
の
流
域
二
五
四
㌶
、
計
画
雨
量
二
六
〇

ミ
リ

メ

ー

ト

ル

、
排
水
機
φ
八
〇

○
メ
ー
ト
ル

軸

流

ポ

ン

プ

一

〇

〇

■

デ

ィ

ー

ゼ

ル

各

一

Ｑ

＝

一

三

ｔ
／
ｓ
　
φ
六
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

軸
流
ポ
ン
プ
　
五
■
デ
ィ
―
ゼ
ル
　
Ｑ
＝
○

七
ｔ
／
ｓ
ポ
ン
プ
　
（
荏
原
）
エ
ン
ジ
ン
　
（
新
潟
鉄
工
）
　
以
上
の
完
成

に
よ
っ
て
一
応
の
成
果
を
収
め
ま
し
た
が
、
杭
瀬
、
牧
田
川
の
洪
水
位

の
上
昇
、
到
着
時
の
早
ま
り
に
よ
る
自
然
排
水
量
の
減
少
、
地
区
の
地

盤
沈
下
、
更
に
圃
場
整
備
の
実
施
に
伴
う
流
出
率
の
増
大
等
に
よ
り
排

水
状
態
は
極
端
に
悪
化
し
、
去
る
昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
）
九
月
の

水
害
に
は
苛
酷
な
連
続
運
転
の
た
め
、
エ
ン
ジ
ン
が
故
障
し
、
地
区
一

円
に
一
五
日
間
湛
水
し
、
一
〇
〇
㌶
余
が
収
穫
皆
無
の
状
態
と
な
り
ま

し
た
。こ

れ
が
契
機
と
な
っ
て
湛
水
防
除
事
業
実
施
の
気
運
が
高
ま
り
、
鳥

江
と
合
併
し
、
高
田
地
区
と
し
て
排
水
機
を
設
備
す
る
計
画
に
な
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
が
国
営
金
草
川
排
水
機
設
置
に
発
展
し
ま
す
。

⑧
　
金
草
川
排
水
機
（
国
営
）

金
草
川
は
牧
田
川
の
洪
水
に
よ
る
逆
水
が
昔
よ
り
今
日
に
続
い
て
い

ま
す
。
又
養
老
山
地
の
各
谷
川
よ
り
の
流
水
に
よ
る
氾
濫
の
被
害
も
大

き
い
。
こ
の
逆
水
の
被
害
除
去
の
た
め
に
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）

に
建
設
省
は
金
草
川
の
牧
田
川
合
流
点
に
お
い
て
逆
水
止
の
樋
門
を
つ

く
り
締
切
り
を
行
い
ま
し
た
。
通
常
の
降
雨
に
よ
る
出
水
に
は
効
力
が

あ
る
が
、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
、
同
三
六
年
の
異
常
出
水
に
際
し

て
は
、
自
流
に
よ
る
河
道
内
で
の
貯
溜
の
結
果
、
上
流
の
通
称
「
ア
ホ

除
」
よ
り
多
芸
輪
中
へ
淀
流
し
、
こ
の
た
め
旧
十
三
ケ
村
・
五
三
・
瑞

穂
・
下
地
へ
と
順
次
流
入
し
、
甚
大
な
被
害
を
起
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

対
処
す
る
た
め
五
三
・
旧
十
三
ケ
村
地
区
は
、
こ
れ
を
他
動
的
原
因
と

し
て
湛
水
防
除
事
業
を
計
画
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

一
方
養
老
町
に
お
い
て
も
溢
水
の
原
因
を
抜
本
的
に
除
去
す
る
た
め

金
草
川
排
水
機
設
置
に
よ
る
ポ
ン
プ
ア
ッ
プ
を
計
画
し
建
設
省
の
内
水

排
除
事
業
に
繰
入
れ
、
実
施
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
用
地

買
収
の
困
難
と
住
民
の
意
志
統
一
が
で
き
ず
、
一
時
廃
案
の
寸
前
ま
で

に
な
り
ま
し
た
が
、
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
再
び
実
施
の
気
運
が

盛
り
上
り
同
五
三
年
度
に
一
部
着
手
し
同
五
五
年
一
〇
月
に
着
工
し
同

六
一
年
に
六
、
二
五
■
／
ｓ
の
ポ
ン
プ
を
備
え
つ
け
ま
し
た
。
着
工
前

の
計
画
は
次
の
様
で
す
。

計
画
雨
量
　
　
昭
和
三
六
年
六
月
梅
雨
前
線
時
の
豪
雨
量
と
す
る
。

制
限
内
水
位
　
河
道
よ
り
低
位
へ
の
溢
流
水
位
は
Ｔ
Ｐ
六
・
〇
〇
㍍

位
で
あ
る
の
で
、
鉄
道
、
民
家
等
の
状
況
か
ら
六
・

〇
〇
㍍
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
将
来
の

地
域
開
発
等
を
考
え
制
限
水
位
を
Ｔ
Ｐ
・
五
・
〇
〇

㍍
と
す
る
。

計
画
排
水
　
　
流
出
率
ｆ
＝
〇
・
九
の
と
き
制
限
水
位
五
、
〇
〇
㍍

を
保
つ
た
め
に
は
二
六
・
〇
■
／
ｓ
の
ポ
ン
プ
を
必
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金草川排水機楊

平面図

土木、建築工事排水機性能（金草川排水機）
年 月 工 事 概 要

排水 機 場 下部 工

吐水 槽 、排 水樋 管

排 水機 場 上 屋 、導 水 路

機械設備工事

年 月 工 事 概 要

主ポンプ製作、吐出管製作据付

門扉製作据付

主ポンプ据付、主ポンプ駆動設備、補機製作据付

電気設備事
年 月 工 事 概 要

喝気設備機器の製作
電気設備機器の据付調整及び配管配線

ポ ン プ

型 式 立軸斜流

口 径

実 揚 程

排水量（全体計画）

台数（全体計画）

原 動 機

種 類

出 力

台数（全体計画）

事業費約３５億円　　工期昭和５５年度―昭和６０年度
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国営　金草川排水機揚（建設省木曽川上流工事事務所より）

金
草
川
排
水
機
場
が
受
持
つ
排
水
地
域

Ｐ
は
排
水
機
場
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要
と
す
る
全
体
計
画
と
し
て
二
五
・
〇
ｍ

３
／
ｓ
（
五

ｍ

３
／
ｓ
の
ポ
ン
プ
五
台
）
第
一
期
計
画
と
し
て
一
〇

ｍ

３
／
ｓ
（
ポ
ン
プ
二
台
）
を
設
置

設
置
位
置
金
草
川
左
岸
、
烏
江
部
落
直
上
流
地
点
よ
り
左
岸
境

を
開
削
。
牧
田
川
右
岸
、
金
草
川
合
流
点
上
流
約
四

〇
〇
㍍
牧
田
川
右
岸
堤
と
金
草
川
左
岸
堤
の
交
点
よ

り
上
流
に
か
け
て
、
機
場
を
設
け
導
水
路
を
新
設
す

る
。

工
事
昭
和
五
五
年
一
〇
月
着
工

昭
和
六
一
年
三
月
に
一
部
完
成

⑨
江
月
・
祖
父
江
地
区
排
水
機

明
治
時
代
ま
で
の
本
地
区
の
排
水
は
、
江
月
輪
中
は
８
０
頁
で
記
述
の

と
お
り
両
江
悪
水
落
江
で
排
水
し
、
祖
父
江
輪
中
は
８
４
頁
で
記
述
の
と

お
り
、
杭
瀬
川
を
伏
越
し
て
大
垣
輪
中
を
通
り
鵜
ノ
森
へ
落
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
牧
田
川
の
水
位
が
上
昇
し
て
き
た
た
め
、
降
雨
後
約

一
週
間
の
地
区
内
湛
水
後
、
杭
瀬
川
水
位
が
下
降
し
て
か
ら
よ
う
や
く

自
然
排
水
が
可
能
と
な
る
、
甚
だ
悪
い
状
態
に
あ
り
ま
し
た
。

小
畑
川
の
外
水
位
は
降
雨
後
二
二
日
で
回
復
し
ま
す
の
で
明
治
末

期
頃
、
下
江
月
地
内
の
小
畑
川
堤
に
蒸
気
機
関
排
水
機
（
バ
チ
カ
ル
ポ

ン
プ
の
大
型
位
）
を
設
置
し
て
排
水
を
試
み
ま
し
た
が
、
能
力
不
足
の

た
め
、
一
年
で
廃
止
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
末
期
ま
で

排
水
不
良
の
ま
ま
、
自
然
排
水
に
あ
ま
ん
じ
て
来
ま
し
た
。

江
月
・
祖
父
江
排
水
機
の
沿
革

大
正
一
三
年
二
九
二
四
）
地
区
内
の
地
主
十
数
名
（
区
長
桑
原
甫
、

幹
事
岡
田
保
夫
）
　
の
共
同
事
業
に
よ
っ
て
江
月
祖
父
江
排
水
機
が
設
置

さ
れ
、
杭
瀬
川
の
機
械
排
水
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
ポ
ン
プ
は
左
の

通
り
で
す
。

口
径
七
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

、
渦
巻
ポ
ン
プ
一
台
。
五
〇
キ
ロ

ワ
ッ
ト

モ
ー
タ
ー
二
台
排

水
面
積
九
七
㌶
、
内
江
月
分
六
三
㌶
・
祖
父
江
分
三
四
㌶
、
電
気
は
京

都
の
奥
村
電
気

そ
の
後
、
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
名
神
高
速
道
路
が
建
設
さ

れ
、
地
区
を
分
割
さ
れ
た
た
め
に
、
土
地
改
良
区
が
「
江
月
」
と
「
祖

父
江
」
に
分
か
れ
ま
し
た
。
江
月
排
水
機
は
、
そ
の
後
、
昭
和
四
三
年

（
一
九
六
八
）
　
に
建
設
省
の
杭
瀬
川
改
修
（
拡
幅
）
工
事
の
た
め
の
補

償
工
事
と
し
て
、
吐
出
樋
管
が
改
造
さ
れ
て
、
ポ
ン
プ
場
も
現
在
地
へ
、

小
屋
は
鉄
筋
ス
レ
ー
ト
に
改
善
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
排
水
機
は
老
朽

化
し
、
能
力
も
悪
く
な
っ
て
い
る
の
で
取
替
え
ま
し
た
。
そ
の
設
備
は

左
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

口
径
　
七
〇
〇
メ

ー

ト

ル

八
〇

キ
ロ

ワ
ッ
ト

モ
ー
タ
ー

口
径
四
〇
〇

ミ
リ

メ

ー

ト

ル

三
〇

キ
ロ

ワ

ッ

ト

モ
ー
タ
―
　
各
一
台
と
し
、
揚
程
二

㍍
を
六
・
〇
㍍
に
あ
げ
た
。
施
行
は
荏
原
製
作
所

稔
事
業
費
　
三
二
、
五
〇
〇
千
円
　
施
主
　
江
月
土
地
改
良
区

祖
父
江
排
水
機
の
沿
革

昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
　
に
名
神
高
速
道
路
が
で
き
て
後
、
江
月

祖
父
江
地
区
は
、
そ
れ
ぞ
れ
排
水
系
統
が
別
れ
た
た
め
、
昭
和
三
六
年

二
九
六
一
）
　
に
団
体
営
灌
排
水
事
業
に
よ
り
左
の
排
水
機
を
設
け
ま
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し
た
。口

径
、
五
〇
〇

ミ
リ

メ

ー

ト

ル

五
〇
Ｈ
Ｐ
　
軸
流
ポ
ン
プ
　
一
台
を
杭
瀬
川
堤

に
設
置
し
、
排
水
路
二
〇
〇
㍍
を
施
行
し
ま
し
た
。

総
事
業
費
　
六
、
三
一
六
千
円
　
排
水
面
積
　
五
一
㌶
　
事
業
主
体

祖
父
江
土
地
改
良
区

昭
和
三
七
年
～
三
九
年
に
圃
場
整
備
が
行
わ
れ
、
排
水
系
統
が
確
立
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四
六
年
に
建
設
省
枕
瀬
川
改
修
（
拡
幅
）
工

事
に
排
水
樋
管
が
改
造
さ
れ
、
又
同
五
一
年
（
一
九
七
六
）
　
に
は
、
適

正
化
事
業
に
よ
り
、
七
、
〇
〇
〇
千
円
で
モ
ー
タ
ー
、
配
電
設
備
の
改

善
が
行
わ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

⑯
　
色
目
川
排
水
機

色
目
川
沿
岸
土
地
改
良
区
の
区
域
は
相
川
の
右
岸
に
沿
う
小
輪
中
で
、

関
係
地
区
は
、
小
畑
・
日
吉
・
室
原
地
区
で
あ
り
ま
す
。
関
係
す
る
面

積
は
三
三
八
㌶
を
有
し
、
地
域
の
北
辺
は
泥
川
、
東
辺
は
相
川
、
南
は

小
畑
川
に
よ
っ
て
境
さ
れ
、
地
区
内
は
色
目
川
に
よ
っ
て
、
大
き
く
二

分
さ
れ
て
い
ま
す
。
標
高
は
西
部
で
八
㍍
、
東
部
で
四
・
四
㍍
で
全
般

に
西
高
東
低
で
あ
り
ま
す
。
東
北
部
よ
り
南
端
中
央
部
に
貫
く
養
老
街

道
以
東
が
最
低
湿
地
帯
で
あ
り
ま
す
。
自
然
排
水
状
況
は
全
部
自
動
樋

門
に
よ
り
各
輪
中
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
相
川
・
色
目
川
・
小
畑
川
へ
排

水
し
て
い
ま
す
。
降
水
に
よ
る
排
水
は
本
川
の
水
位
が
上
昇
す
れ
ば
自

動
庫
が
自
然
閉
扉
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
地
区
ご
と
に
湛
水
し
ま
す
。

降
雨
が
長
引
く
と
、
そ
の
被
害
は
甚
大
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
現
象
は
、

地
区
内
各
輪
中
に
生
じ
、
湛
水
位
が
上
昇
す
る
と
低
水
位
部
輪
中
に
流

色目川排水機場（蛇持）
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入
し
被
害
は
拡
大
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
蛇
持
（
小
畑
地
区
）
地
内
に

排
水
機
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

区
域
が
当
時
、
三
か
村
に
跨
が
る
た
め
に
漸
く
話
が
ま
と
ま
っ
て
、

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
度
県
事
業
と
し
て
着
工
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
三
〇
年
に
完
成
し
ま
し
た
。

関
係
地
区
　
養
老
町
小
畑
・
日
吉
・
室
原
地
区

団
体
名
称
　
色
目
川
沿
岸
土
地
改
良
区

場
所
　
小
畑
地
区
蛇
持
　
色
目
川
下
流

排
水
機
　
口
径
九
〇
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

×
一
六
五
Ｈ
Ｐ
。
口
径
八
〇
〇

ミ
リ

メ

ー

ト

ル

×

一
二
五
Ｈ
Ｐ
、
斜
流
ポ
ン
プ
各
一
台

受
益
面
積
　
田
　
三
〇
九
三
町
歩
（
三
〇
九
三
㌶
　
宅
地
　
三
三
八

町
歩
（
三
三
八
㌶
）
畑
　
六
八
町
歩
（
六
八
㌶
）

昭
和
五
四
年
二
月
に
現
在
の
排
水
機
に
改
善
し
ま
し
た
。

口
径
　
一
二
〇
〇

ミ
リ

メ

―

ト

ル

筒
型
斜
流
ポ
ン
プ

二
〇
〇

キ
ロ

ワ
ッ
ト

モ
―
タ
―
各
二
台
Ｑ
＝
六
ｍ

３
／
ｓ

導
水
路
　
南
幹
線
排
水
路
一
、
二
三
五
㍍
　
蛇
持
排
水

路
四
一
九
㍍
　
北
幹
線
排
水
路
四
六
八
㍍

⑪
　
多
芸
排
水
機

多
芸
東
部
土
地
改
良
区
の
設
置
　
こ
の
区
域
は
、
南
は
牧
田
川
、
北

は
小
畑
川
の
中
下
流
部
に
狭
ま
れ
て
、
中
央
東
西
に
昭
和
三
五
年
（
一

九
六
〇
）
　
に
建
設
さ
れ
た
名
神
高
速
道
路
が
通
っ
て
耕
地
を
二
分
し
た

水
田
地
帯
で
あ
り
ま
す
。
面
積
は
一
八
〇
㌶
で
、
水
稲
耕
作
は
、
主
と

し
て
、
直
江
、
飯
積
の
住
民
で
あ
り
ま
す
。
自
然
排
水
は
小
畑
川
か
ら

杭
瀬
川
を
へ
て
、
牧
田
川
と
い
う
順
で
あ
り
ま
す
が
、
一
旦
洪
水
と
な

る
と
杭
瀬
川
の
水
位
が
高
く
な
り
、
小
畑
川
は
排
水
不
良
と
な
っ
て
輪

中
内
に
湛
水
し
ま
す
。
こ
れ
の
自
然
排
水
を
待
つ
と
時
間
を
要
し
、
そ

の
間
に
作
物
は
水
腐
れ
す
る
の
で
、
排
水
機
設
置
の
必
要
を
痛
感
し
、

そ
の
気
運
が
高
ま
り
、
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
に
設
置
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
排
水
は
直
接
牧
田
川
へ
行
い
ま
す
。

設
置
者
　
多
芸
東
部
土
地
改
良
区

排
水
面
積
一
八
〇
㌶

設
備
　
原
動
機
　
二
〇
〇
Ｐ
Ｓ
　
〓
口
、
ポ
ン
プ
　
斜
流
　
Ｑ
＝
一
・

七
ｍ
３
／
ｓ
口
径
九
五
〇

ミ
リ

メ
ー
ト
ル

四
　
土
地
改
良

我
が
国
の
農
業
は
、
古
来
よ
り
一
般
に
水
田
稲
作
と
い
う
面
倒
な
手

作
り
農
業
で
あ
り
ま
し
た
。
又
水
の
必
要
か
ら
、
用
排
水
の
便
や
田
の

水
持
ち
等
の
た
め
に
、
自
然
と
不
整
形
な
小
区
画
の
水
田
農
業
と
な
っ

て
、
農
民
は
代
々
、
作
業
の
面
倒
と
不
能
率
に
苦
し
ん
で
釆
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
日
の
経
済
界
の
発
展
に
遅
れ
な
い
た
め
に
は
農
業
機
械
の

導
入
が
必
要
と
な
っ
て
、
土
地
改
良
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

本
町
区
域
内
の
戦
前
の
耕
地
整
理
（
現
在
は
土
地
改
良
と
呼
ぶ
）
は
明
治

四
二
年
（
一
九
〇
九
）
　
に
小
坪
地
区
で
行
っ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
が
、

こ
の
頃
は
、
当
地
の
堀
田
の
舟
運
を
前
堤
と
し
た
区
画
整
理
で
あ
っ
て
、

今
日
の
機
械
化
時
代
に
は
、
と
て
も
及
ぶ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
や
が
て
時
代
が
進
み
、
機
械
化
時
代
に
入
る
と
、
小
坪
地
区
で
は
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第
二
回
目
の
土
地
改
良
（
耕
地
整
理
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
、
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
　
か
ら
三
年
か
け
て
行
い
ま
し
た
。
小

坪
の
属
す
る
池
辺
村
で
は
、
根
古
地
で
も
行
っ
て
い
ま
す
が
小
坪
と
同

様
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
室
原
に
お
い
て
は
、
大
正
元
年
（
一
九
一

二
）
　
～
九
年
に
一
四
二
㌶
の
耕
地
整
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
も

ま
だ
機
械
化
さ
れ
て
い
な
い
時
代
で
田
の
一
枚
の
面
積
は
一
〇
㌃
が
単

位
で
し
た
。
今
日
の
機
械
化
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
一
区
画
が
三
〇
㌃

以
上
に
な
っ
て
い
ま
す
。

①
終
戦
後
の
農
業
の
大
変
革
　
我
国
は
終
戦
直
後
の
昭
和
二
一
年
（
一

九
四
六
）
か
ら
農
地
解
放
が
行
わ
れ
、
概
ね
各
農
家
は
自
作
農
と
な
り

ま
し
た
。
長
年
の
封
建
時
代
に
続
い
て
、
明
治
時
代
以
降
の
小
作
農
か

ら
漸
く
脱
し
た
思
う
と
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
代
に
入
っ
て
、

他
産
業
の
高
度
成
長
に
対
し
て
、
農
業
が
過
重
労
働
と
低
収
入
で
、
こ

れ
に
対
応
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
農
家
の
青
年
た
ち

は
、
農
外
収
入
に
走
っ
て
、
農
業
は
兼
業
農
家
を
主
と
す
る
形
態
に
か

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
又
一
方
、
米
は
生
産
過
剰
と
な
っ
て
、
零
細
な
水

田
経
営
は
益
々
困
難
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
急
速
な
時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
、
国
の
方
針
と
共

に
本
町
に
お
い
て
は
、
農
家
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
、
土
地
改
良
事
業
に

着
手
し
、
水
田
の
灌
排
水
の
候
を
は
か
り
、
農
業
の
機
械
化
を
進
め
る

事
に
な
り
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
　
に
は
集
中
豪
雨
に
よ
っ
て

本
町
は
大
被
害
を
被
り
ま
し
た
。
こ
の
復
興
を
契
機
に
土
地
改
良
の
機

排水路の配置図（上多度東部地区）
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（養老町史より）

単 位 耕 区 単 位 圃 区 幹 線 道 幅 支 線 道 幅 耕 作 道 幅
水路 状 況 備 考

（平方メー トル） （平方メー トル） （メー トル） （メー トル） （メー トル）

用 排 水 兼 用
災害 復 旧 関 連 事 業 ｌ

災 害 復 旧 関 連 事 業

原 形 復 旧 だ け

災 害 復 旧 関 連 事 業

用 排 水 分 離

用 排 水 兼 用

用 排 水分 離

パ イプ ラ イ ン

パ イプ ラ イン

用排 水 兼 用

用 排 水 分 社

パ イプ ラ イ ン
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養老町内土地改良実施状況（昭和４８年当時）

土地改良区別 種 別 実施年度
関 係 田 畑 計
農 家 数 （ヘクタール） （ヘクタール） （ヘクタール）

高柳土地改良区 団 体 営

小坪

釜段

瑞穂

根古地

大場新田

笠郷

広幡

上多度

大巻

江月

祖父江

室原

石畑

小畑

鳥江

養老北部

押越

西若道

河北

上多度東部

高田
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土地改良区一覧表　平成元年現在

名 称
所 在 地 設立年月日及び

関 係 市町村 名
地区面積　 事業概要 組 合

理 事 長 名
（電話番号） 認 可 番 号 （ｈａ） （水 ・道） 月 数

瑞 穂
養老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１
堂老町 片 山 美 芳

旧 十 三 ヶ 村
遊老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１
養老町 ・南濃町 栗 田 芳 一

牧 田 川 用 水
養老郡養老町高田３８７９－３ 養老町 ・垂井町

木 村 正 二
（０５８４３）２－３４１１ ・上石津町

五
養老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１
養老町 細 川 清 一

旧 六 ヶ 村 排 水
養盈郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１
養 老町 ・南濃町 田 中 金 伍

養 老 町 高 田
遊老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１
養老町 野 村 寛

色 目 川 沿 岸
養老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１
養老町 佐 竹 米 一

釜 駒
養老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１
養老町 ・南濃町 中 嶋 三 男

養 老 町 石 畑
養老郡養老町高田３８７９－３
（０５８４３）２１３４１１

養老町 古 市 健 三

牧田川北部 多芸
養老郡養老町直江３９６－１

（０５８４３）４－０２７３
養老町 野 村 彰

養老町 大喝 新田
養老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１
養老町 伊 藤 善 蔵

養 老 町 江 月
養老郡養老町高田３８７９－３
（０５８４３）２－３４１１ 養老町 岡 田 文 雄

養 老 町 祖 父 江
養老郡養老町高田３８７９－３
（０５８４３）２－３４１１ 養老町 佐 竹 正 三

養 老 町 大 命
養老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１
養老町 高 木 弘

養 老 町 小 坪
養老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１
養老町 山 田 實

養 老 町 烏 江
養老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１ 養老町 近 藤 善 友

養老町上多度東部
避老郡養老町小倉１９９－１

（０５８４３）２－０５９５
養老町 児玉 貞 三

田 中 雪 夫
養 老 北 部 養老都養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１ 養老町

養 老 町 河 北
養老郡養老町高田３８７９－３

（０５８４３）２－３４１１ 養老町 本 村 正 二

養 老 町 押 越 養老郡養老町押趨３４８－１

（０５８４の　２－３４８０ 遵老町 古川徳太郎

養 老 町 桜 井
養老郡養老町桜井６２１

（０５８４３）２－９４５９
養老町 大 橋 正 確

上 沢 田
養老都養老町上沢田４

（０５８４３）４－０２２９ 養老町 酒 井 敬 一

南 濃 北 部 海津郡南濃町志津新田５０１－１
（０５８４５）７－２０８４ 養老町 ・南濃町 安 藤 登

多 芸 東 部
養老郡養老町直江３９６－１

（０５８４３）４－０２７３ 養老町 西 脇 才 二
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運
が
急
速
に
高
ま
っ
て
、
本
町
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
積
極
的
に
進
め

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
土
地
改
良
は
、
国
、
県
の
農
政
方
針
で
も

あ
っ
て
、
補
助
金
の
交
付
が
こ
れ
を
一
層
促
進
さ
せ
ま
し
た
。

②
本
町
の
土
地
改
良
計
画
は
昭
和
三
五
年
か
ら
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま

し
た
が
、
こ
れ
と
は
別
に
町
内
に
お
い
て
は
終
戦
後
、
既
に
大
巻
で
は
、

昭
和
三
二
年
に
土
地
改
良
区
が
発
足
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
自
主
的
な

も
の
で
す
。

災
害
復
旧
関
連
事
業
と
し
て
は
、
瑞
穂
地
区
の
外
六
地
区
が
同
三
五

年
に
始
め
ま
し
た
。
又
同
三
七
年
に
は
江
月
、
祖
父
江
地
区
、
同
四
〇

年
に
は
小
坪
地
区
が
発
足
し
ま
し
た
が
、
小
坪
は
二
回
目
で
再
圃
場
整

備
事
業
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
同
四
四
年
か
ら
同
四
八
年
ま
で
に
九

地
区
が
発
足
し
ま
し
た
。
町
内
の
土
地
改
良
実
施
状
況
は
別
表
の
通
り

で
あ
り
ま
す
。

③
土
地
改
良
の
効
果
　
土
地
改
良
の
効
果
は
治
水
事
業
の
立
場
か
ら
見

れ
ば
、
用
排
水
の
便
否
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
そ
の
効
果
を
ま
と
め
て

み
ま
す
。

一
　
区
画
は
耕
地
の
地
形
に
も
よ
る
が
、
今
日
の
土
地
改
良
で
は
、

田
一
枚
の
大
き
さ
は
約
三
〇
㌃
叉
は
そ
れ
以
上
に
拡
げ
ら
れ
大
型
機
械

が
使
い
易
く
な
っ
て
い
ま
す
。

二
　
昭
和
四
四
年
以
降
の
土
地
改
良
は
、
用
排
水
分
離
方
式
を
採
用

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
西
岩
道
地
区
の
よ
う
に
、
か
ん
が
い
に
湧
水
を

利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
用
排
水
分
離
が
困
難
だ
と
い
い
ま
す
。

又
、
用
水
を
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
た
よ
る
地
方
も
町
内
に
四
か
所
も
出

来
ま
し
た
。
こ
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
圧
送
方
式
と
い
う
施
設
は
、
地
下
に

埋
設
せ
ら
れ
た
パ
イ
プ
（
石
綿
管
水
路
）
に
よ
っ
て
配
管
し
、
用
水
を

か
ん
が
い
す
る
方
式
で
あ
っ
て
七
五
㍍
お
き
に
配
水
管
が
立
ち
上
っ
て
、

バ
ル
ブ
分
水
口
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
農
家
は
必
要
な
時
に
か
ん
が

い
が
で
き
ま
す
。
二
毛
作
の
野
菜
作
り
に
も
便
利
で
あ
り
ま
す
。

三
一
般
的
に
は
水
路
改
修
に
よ
っ
て
真
直
、
幅
の
適
切
、
一
定
の

勾
配
等
に
よ
り
用
排
水
の
便
利
が
よ
く
な
り
ま
し
た
。

四
道
路
は
碁
盤
の
目
の
よ
う
に
、
幹
線
は
幅
約
五
㍍
、
支
線
約
三

㍍
以
上
と
な
り
大
型
機
械
の
導
入
が
容
易
と
な
り
ま
し
た
。

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
送
水
場
及
び
圃
場
整
備
の
写
真
は
左
の
と
お
り
で
す
。

五
堀
田
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
多
芸
輪
中
は
東
南
部
に
行
く
程
低

水田地帯のパイプライン送水場

（上多度地区）
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湿
地
で
あ
り
、
こ
の
地
方
は
、
水
腐
れ
か
ら
守
る
た
め
に
、
水
田
に
短

冊
型
の
池
を
掘
り
、
そ
の
土
で
片
方
の
田
面
を
盛
り
あ
げ
て
、
耕
地
を

高
く
し
、
稲
の
水
腐
れ
を
防
ぎ
収
穫
の
向
上
を
は
か
っ
て
き
ま
し
た
。

さ
い
わ
い
、
こ
の
堀
田
は
櫛
の
歯
状
の
池
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
小

舟
を
利
用
し
て
、
農
作
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

昭
和
の
終
戦
後
に
な
る
と
、
排
水
機
の
発
達
が
著
し
く
、
海
抜
ゼ
ロ

㍍
地
帯
で
も
こ
の
排
水
機
を
備
え
つ
け
て
、
悪
水
排
除
の
徹
底
を
は
か

っ
た
た
め
に
土
地
改
良
が
で
き
て
、
堀
田
は
埋
め
ら
れ
て
整
理
さ
れ
て

耕
地
は
増
大
し
た
上
、
耕
作
に
た
い
へ
ん
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

かつての堀田の現状（根古地）

土地改良後の水田（田）

農道幹線左右の田は一区画５０アール

地下にはかんがいパイプラインが配置されている
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第
八
章
　
　
薩
摩
義
士
顕
彰
事
業

１
、
平
田
靱
負
の
最
後

徳
川
幕
府
の
工
事
命
令
が
薩
摩
藩
に
下
っ
て
か
ら
一
年
半
余
、
昼
夜

心
を
砕
き
、
薩
摩
藩
士
一
千
余
名
が
命
を
か
け
た
努
力
の
甲
斐
あ
っ
て
、

見
事
に
工
事
を
完
成
し
、
幕
府
の
検
査
も
無
事
終
り
、
幕
府
か
ら
「
良

く
出
来
た
」
　
と
ほ
め
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
総
奉
行
の
平
田
靱
負
の
悩
み
は
、
八
十
四
名
の
犠
牲
者
を

出
し
た
こ
と
と
、
巨
万
の
藩
債
を
作
っ
て
、
末
長
く
藩
に
苦
難
を
残
し

た
こ
と
で
し
た
。

殿
様
や
死
ん
だ
遺
族
に
申
訳
な
い
。
か
ね
て
か
ら
の
覚
悟
の
如
く
、

死
ん
で
お
詫
び
を
し
よ
う
と
決
心
を
し
ま
し
た
。

心
静
か
に
筆
を
取
り
、
「
工
事
は
上
々
の
出
来
栄
え
で
、
検
査
も
全
部

す
み
、
工
事
場
を
引
上
げ
て
よ
ろ
し
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
ん

な
嬉
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
、
鹿
児
島
と
江
戸
表
の
家
老
に
最

後
の
報
告
書
を
書
き
あ
げ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
自
分
の
心
境
を
辞
世
の
歌
と
し
て
残
し
ま
し
た
。

住
み
な
れ
し
里
も
今
更
名
残
り
に
て

立
ち
ぞ
わ
づ
ら
ふ
美
濃
の
大
牧

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
　
五
月
二
十
五
日
早
朝
、
身
を
清
め
白
装
束

の
靱
負
は
、
殿
様
か
ら
い
た
だ
い
た
刀
を
取
り
、
島
津
家
の
安
泰
を
祈

っ
て
、
潔
ぎ
よ
く
自
害
し
ま
し
た
。
亨
年
五
十
二
才

平田靱負債（大巻）

遺
体
は
揖
斐
川
を
下
っ
て
、
桑
名
に
送
り
、
そ
れ
か
ら
陸
路
を
取
り
、

京
都
の
伏
見
に
あ
る
大
黒
寺
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
（
伏
見
に
は
薩
摩
屋
敷

が
あ
っ
て
、
緑
の
あ
っ
た
寺
で
し
た
。
）

墓
名
は
高
岳
院
殿
節
吟
了
操
大
居
士
と
刻
せ
ら
れ
、
右
側
に
、
宝
暦

五
年
五
月
二
五
日
、
平
田
靱
負
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
遺
髪
は
鹿
児
島

市
妙
谷
寺
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
約
一
六
〇
年
後
、
大
正
五
年
一
二
月
二

八
日
、
従
五
位
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

２
、
養
老
町
に
あ
る
義
士
の
埋
葬
地

根
古
地
薩
摩
工
事
義
役
者
墓
（
浄
土
三
味
）
　
二
四
名

相
覚
了
頓
信
士
　
　
宝
暦
四
年
六
月
二
七
日
　
　
新
右
衛
門

通
報
浄
達
信
士
　
　
同
　
　
　
七
月
一
三
日
　
　
六
平

覚
智
道
本
信
士
　
　
同
　
　
　
七
月
二
一
日
　
　
助
次
郎

秋
道
良
自
信
士
　
　
同
　
　
　
八
月
　
四
日
　
　
新
右
衛
門
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恢
山
良
廓
信
士
　
　
同
　
　
　
八
月
一
五
日
　
　
利
右
衛
門

本
空
誓
厳
信
士
　
　
同
　
　
　
八
月
一
八
日
　
　
川
合
瀬
兵
衛

順
光
隨
玄
信
士
　
　
同
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
権
右
衛
門

義
感
了
鷹
信
士
　
　
同
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
喜
右
衛
門

一
道
立
然
信
士
　
　
同
　
　
　
八
月
二
五
日
　
　
長
左
衛
門

浄
翁
清
感
信
士
　
　
同
　
　
　
九
月
　
六
日
　
　
惣
左
衛
門

一
空
相
林
信
士
　
　
同
　
　
　
九
月
一
三
日
　
　
岩
七

円
山
了
諦
信
士
　
　
同
　
　
　
九
月
一
五
日
　
　
深
見
勘
助

一
超
乗
感
信
士
　
　
同
　
　
　
九
月
二
七
日
　
　
六
左
衛
門

本
倒
還
立
信
士
　
　
同
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
長
八

頂
法
灌
受
信
士
　
　
同
　
　
一
〇
月
一
七
日
　
三
四
郎

玄
人
義
門
信
士
　
　
同
　
　
一
〇
月
二
三
日
　
太
田
喜
三
右
衛
門

節
霜
義
端
信
士
　
　
同
　
　
一
一
月
九
日
　
　
仁
八

灌
山
頂
雪
居
士
　
　
同
　
　
一
一
月
二
一
日
　
大
灌
十
左
衛
門

正
融
義
春
信
士
　
　
宝
暦
五
年
正
月
一
二
日
　
　
助
四
郎

風
外
浄
航
信
士
　
　
同
　
　
　
二
月
九
日
　
　
大
橋
七
郎
右
衛
門

審
到
岸
誓
信
士
　
　
同
　
　
　
二
月
一
二
日
　
　
与
八

陽
観
春
察
信
士
　
　
同
　
　
　
二
月
一
三
日
　
　
覚
左
衛
門

報
運
順
應
信
士
　
　
同
　
　
　
四
月
二
八
日
　
　
市
右
衛
門

宝
国
諦
林
信
士
　
　
同
　
　
　
五
月
八
日
　
　
仁
助

天
照
寺
薩
摩
工
事
義
後
者
墓
　
　
　
　
三
名

摂
心
常
在
居
士
　
　
宝
暦
四
年
八
月
一
八
日
　
八
木
七
郎
右
衛
門

津
門
梁
通
居
士
　
同
　
　
　
　
三
月
　
四
日
　
　
山
口
清
作

霊
峰
月
秀
居
士
　
同

四
月
二
三
日
　
　
松
下
清
七

薩
摩
義
士
義
歿
者
の
墓

（
根
古
地
浄
土
三
昧
）

薩摩義士三士の墓（根古地天照寺）

３
、
養
老
町
の
薩
摩
義
士
顕
彰
事
業

多
度
町
の
西
田
喜
兵
衛
の
発
起
に
よ
り
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
、

千
本
松
に
「
宝
暦
治
水
の
碑
」
が
建
て
ら
れ
、
始
め
て
、
世
に
宝
暦
治

水
の
業
績
が
顕
彰
さ
れ
、
つ
い
で
同
年
、
「
大
榑
川
洗
堰
碑
」
が
建
立

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
徳
川
幕
府
が
倒
れ
、
明
治
維
新
の
新
時
代
も
三

十
年
間
に
そ
の
方
向
と
基
礎
が
固
ま
り
、
徳
川
幕
府
を
恐
れ
て
、
ひ
た

か
く
し
に
し
た
こ
と
が
広
く
社
会
に
言
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

こ
の
地
域
で
も
、
関
心
の
深
い
人
達
が
、
積
極
的
に
活
動
し
、
つ
ぎ
つ

ぎ
と
薩
摩
義
士
顕
彰
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。

１
　
薩
摩
工
事
義
役
者
の
墓
が
建
つ
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大
正
二
年
〈
一
九
二
二
年
）
「
薩
摩
工
事
義
歿
者
之
墓
」
が
、
根
古
地
浄

土
三
昧
に
建
ち
、
碑
の
裏
面
に
二
四
人
の
義
士
の
名
が
刻
ん
で
あ
り
ま

す
。宝

暦
治
水
の
時
の
天
照
寺
七
代
住
職
揚
誉
上
人
以
来
、
代
々
、
孟
蘭

盆
に
卒
塔
婆
を
立
て
供
養
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
郡
道
高
田
―
今
尾
線
の
改
修
が
あ
り
、

義
歿
者
の
埋
葬
地
は
無
縁
者
の
墓
地
と
し
て
収
用
さ
れ
、
道
路
の
一
部

に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
天
照
寺
一
四
代
住
職
水
谷
演
達
は
、
大
恩
あ
る
義
歿
者
の

墓
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
を
恐
れ
て
、
関
係
者
に
呼
び
か
け
、
池
辺
村

有
志
者
の
寄
附
に
よ
っ
て
、
こ
の
墓
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
な
お
、

毎年８月１３日　夏の例祭を行う浄土三昧墓地

（根古地浄土三昧）

天
照
寺
に
は
、
義
士
三

人
の
墓
が
別
に
あ
り
ま

す
。

２
　
平
田
靱
負
翁
終
焉

地
記
念
碑
が
建
つ

大
巻
の
こ
の
地
は
、
薩

摩
工
事
の
元
小
屋
が
あ

り
、
平
田
靱
負
が
割
腹

さ
れ
た
記
念
す
べ
き
所

で
あ
る
。
と
い
う
の
で
、

大
正
一
四
年
（
一
九
二

五
）
　
に
、
池
辺
村
元
村

長
岐
阜
県
元
県
会
議
員
山
田
貞
策
は
、
薩
摩
工
事
の
一
大
記
念
碑
の
建

設
計
画
を
立
て
ま
し
た
。

そ
の
後
、
貞
策
は
、
薩
摩
義
士
顕
彰
会
を
作
り
、
自
ら
全
長
の
職
を

引
き
受
け
、
事
務
所
を
私
宅
の
修
徳
館
（
養
老
町
高
柳
）
　
と
し
、
東
奔

西
走
、
遠
く
鹿
児
島
へ
も
飛
び
、
あ
ち
こ
ち
の
要
人
に
直
接
面
談
し
て

協
賛
を
得
ま
し
た
。

そ
し
て
貞
策
は
、
薩
摩
工
事
に
よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
た
岐
阜
・
三
重
・

愛
知
の
三
県
内
各
町
村
・
学
校
・
青
少
年
団
・
処
女
会
を
始
め
と
し
て
、

鹿
児
島
県
下
の
小
学
校
へ
寄
附
金
募
集
の
依
頼
状
を
発
送
し
、
広
く
顕

彰
の
趣
旨
を
訴
え
、
浄
財
の
募
金
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

な
お
、
西
濃
地
方
を
中
心
に
教
育
講
演
会
・
義
士
の
浪
花
節
を
巡
回

講
演
し
、
そ
の
回
数
、
一

一
〇
余
回
に
及
び
、
多
大

の
感
動
を
与
え
ま
し
た
。

そ
の
後
、
「
学
校
・
家
庭

課
外
読
本
薩
摩
義
士
」
を

作
り
、
公
民
教
育
の
資
料

と
し
、
更
に
、
大
正
十
五

年
「
薩
摩
義
士
の
事
蹟
を

国
定
教
科
書
に
採
用
せ
ら

れ
度
儀
に
付
請
願
」
と
題

し
て
建
議
運
動
を
し
、
鹿

児
島
県
出
身
代
議
士
寺
田

毎年、４月１１日、春の例祭の行われる、大巻の記念碑
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市
正
の
尽
力
で
、
同
年
三
月
一
七
日
の
衆
議
院
請
願
委
員
会
で
採
択
さ

れ
ま
し
た
。

四
ヶ
年
の
広
範
な
顕
彰
会
活
動
に
よ
っ
て
、
こ
の
薩
摩
工
事
役
館
趾

平
田
靱
負
翁
終
焉
地
」
記
念
碑
は
完
成
さ
れ
ま
し
た
。

時
に
、
記
念
碑
除
幕
式
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
五
月
六
日
で

あ
り
ま
し
た
。

岐
阜
県
内
務
部
長
を
は
じ
め
県
官
、
養
老
郡
団
体
事
務
所
長
は
じ
め

各
団
体
長
、
池
辺
村
々
長
は
じ
め
各
団
体
・
在
郷
軍
人
・
青
年
団
・
小

学
校
児
童
ら
約
二
〇
〇
名
参
列
し
、
神
式
に
よ
っ
て
厳
粛
に
挙
行
さ
れ
、

永
遠
に
顕
彰
の
象
徴
が
出
来
ま
し
た
。

３
　
薩
摩
義
士
慰
霊
堂
が
建
つ

昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
、
八
月
一
三
日
、
集
中
豪
雨
で
堤
防
が
決

壊
し
、
続
い
て
、
九
月
二
六
日
に
伊
勢
台
風
に
よ
っ
て
再
び
決
壊
し
、

こ
の
年
は
二
度
も
堤
防
が
切
れ
ま
し
た
。
従
っ
て
、
多
芸
輪
中
全
体
は

大
湖
水
と
な
り
、
大
き
な
惨
害
を
受
け
ま
し
た
。

こ
の
時
、
切
所
（
堤
防
の
切
れ
た
と
こ
ろ
）
　
の
真
西
六
〇
〇
㍍
の
地

に
「
薩
摩
工
事
義
歿
者
之
墓
」
が
あ
り
ま
す
が
、
道
路
改
修
で
基
地
の

上
を
人
や
車
が
往
来
し
、
踏
み
つ
け
て
い
る
か
ら
、
「
薩
摩
さ
ん
の
バ
チ

が
あ
た
っ
た
」
と
流
言
が
飛
び
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
村
内
有
志
に
よ
っ
て
、
道
路
沿
い
の
排
水
路
改
修
の
機
会

を
と
ら
え
て
、
昭
和
三
五
年
六
月
一
二
日
に
発
掘
作
業
が
行
わ
れ
ま
し

た
。果

た
し
て
、
口
碑
の
如
く
、
現
存
の
墓
碑
の
北
側
に
町
道
を
南
北
に

横
断
し
て
、
二
列
に
並
ん
だ
土
聾
が
五
個
、
西
側
か
ら
も
二
個
発
見
さ

れ
ま
し
た
。

天
照
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
る
土
嚢

発掘された現場と土甕（内堀靖郎提供）

二
百
余
年
の
歳
月
を
こ
の
泥
聾
の
中
に
眠
っ
て
い
た
義
士
の
遺
骨
を

拾
い
、
土
器
に
入
れ
、
墓
碑
の
南
端
に
埋
め
ら
れ
、
一
部
は
郷
里
の
鹿

児
島
へ
里
帰
り
し
ま
し
た
。
土
甕
の
一
つ
は
復
元
し
て
天
照
寺
に
保
管

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
を
契
機
に
養
老
町
は
協
議
会
を
開
き
、
養
老
町
薩
摩
義
士
顕

彰
会
が
設
立
さ
れ
、
義
指
金
の
募
集
が
行
わ
れ
、
多
額
の
浄
財
が
集
ま

り
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
慰
霊
堂
が
建
ち
ま
し
た
。

時
に
、
昭
和
四
六
年
四
月
（
一
九
七
一
）
　
で
し
た
。

美
し
い
形
の
六
角
堂
と
丸
に
十
の
島
津
家
の
紋
が
目
立
ち
ま
す
。
二

七
人
の
義
士
は
二
百
余
年
後
に
、
一
字
の
中
で
永
眠
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
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平
田
翁
辞
世
の
歌
碑
（
大
巻
の
役
館
跡
）

慰霊堂（根古地浄土三昧）

な
お
、
附
帯
事
業
と
し
て
、

１
．
浄
土
三
昧
の
墓
域
拡
張

２
．
天
照
寺
の
墓
の
石
積
修
理
と
鉄
柵
づ
く
り

３
．
大
巻
役
館
跡
に
、
歌
碑
、
休
憩
所
と
手
洗
鉢
の
新
設

養
老
町
薩
摩
義
士
顕
彰
会
は
、
毎
年
春
は
役
館
跡
の
前
で
慰
霊
祭
を
、

夏
は
慰
霊
堂
前
で
慰
霊
法
要
を
、
養
老
町
及
び
地
元
の
行
政
機
関
・
団

体
・
小
学
生
が
参
加
し
て
厳
粛
に
行
わ
れ
ま
す
。

４
　
平
田
靱
負
の
巨
像
が
建
つ

養
老
・
海
津
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
は
、
結
成
二
十
五
周
年
記
念
事
業

と
し
て
、
長
く
薩
摩
義
士
の
功
績
を
伝
え
た
い
と
し
て
、
総
工
費
一
千

万
円
を
投
じ
て
、
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
平
田
翁
の
像
を
建
て
ま
し
た
。

平田靱負翁の像（大巻役館跡）

役
館
趾
に
ふ
さ
わ
し
い

偉
容
を
物
語
る
よ
う
で

す
。平

成
元
年
二
月
十
六

日
、
大
巻
役
館
跡
で
、

官
民
多
数
が
参
列
し
て
、

慰
霊
・
落
成
式
が
盛
大

に
行
わ
れ
ま
し
た
。

４
、
薩
摩
工
事
に
家
を
開
放
し
た
鬼
頭
兵
内

宝
暦
治
水
工
事
の
元
小
屋
に
、
本
宅
を
開
放
し
た
兵
内
の
先
祖
は
鎮

西
八
郎
為
朝
で
す
。
為
朝
は
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
年
）
　
に
敗
れ
、
伊

豆
大
島
に
流
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
伊
豆
諸
島
を
征
服
し
ま
し
た
が
、

後
、
工
藤
茂
光
の
討
伐
軍
と
戦
い
自
刃
し
ま
し
た
。

そ
の
子
義
次
は
母
胎
に
あ
っ
た
が
、
成
人
し
て
尾
頭
次
郎
義
次
と
名

乗
り
ま
し
た
。

義
次
は
朝
廷
の
命
を
受
け
て
、
紀
州
の
山
賊
を
平
定
し
、
そ
の
功
に

よ
っ
て
鬼
頭
の
姓
を
賜
わ
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
八
世
の
景
義
・
通
称
吉
平
衛
は
尾
州
愛
知
郡
・
海
東
郡
・

海
西
郡
・
知
多
郡
に
お
い
て
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
か
ら
明
暦
三

年
（
一
六
五
七
）
　
の
二
六
年
間
に
、
二
七
ヶ
村
を
開
拓
し
、
総
高
二
万

二
千
石
余
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
功
に
よ
り
、
大
正
二
一
年
一
二
月
一

七
日
・
贈
従
五
位
を
賜
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
三
男
、
書
之
丞
は
兵
内
と
改
名
し
、
明
暦
二
年
か
ら
寛
文
七
年
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（
一
六
六
七
）
　
の
十
一
年
間
に
大
牧
新
田
を
開
発
し
ま
し
た
。

こ
の
三
代
目
兵
内
の
時
、
木
曽
三
川
の
治
水
工
事
に
当
り
、
兵
内
は

喜
ん
で
、
居
宅
を
開
放
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
兵
内
は
隠
居
名
を

呂
圭
、
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
九
十
一
才
で
、
最
初
の
開
拓
地
尾

州
中
島
新
田
で
死
亡
し
ま
し
た
。

そ
の
子
七
之
丞
は
、
後
の
名
を
猪
郷
と
い
い
、
文
化
一
〇
年
（
一
八

一
三
）
　
正
月
二
九
日
、
七
十
九
才
で
死
亡
し
、
海
津
郡
南
濃
町
円
満
寺

に
葬
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
の
当
主
、
時
義
は
兵
内
か
ら
一
一
代
目
に
当
た
り
ま
す
。
南
濃

町
駒
野
に
居
住
し
、
薩
摩
工
事
関
係
の
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。

お
手
伝
方
役
所
か
ら
の
感
謝
状
　
一
通

小
屋
の
造
次
明
細
書
　
　
　
　
　
一
通

５
、
薩
摩
義
士
顕
彰
の
先
駆
者
山
田
貞
策

慶
應
三
年
（
一
八
六
七
）
　
二
月
七
日
、
池
辺
村
大
字
大
巻
小
字
高
柳

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
号
を
耕
読
堂
柳
波
と
称
し
ま
し
た
。

山
田
家
の
四
世
山
田
正
悦
は
寛
文
年
間
に
高
柳
野
に
移
住
し
、
田
畑

を
開
拓
し
て
高
柳
新
田
と
命
名
、
代
々
そ
の
村
の
庄
屋
を
つ
と
め
ま
し
た
。

貞
策
は
、
岐
阜
県
全
議
員
、
岐
阜
県
展
全
議
員
、
養
老
郡
農
会
長
、

池
辺
村
長
等
に
あ
げ
ら
れ
、
政
界
に
貢
献
し
ま
し
た
。

明
治
二
二
年
、
独
力
で
、
自
村
に
排
水
機
を
設
置
し
、
稲
作
の
増
収

に
成
功
し
、
干
拓
事
業
を
福
島
県
相
馬
郡
入
沢
浦
や
朝
鮮
に
ま
で
発
展

さ
せ
、
干
拓
・
農
事
改
良
に
尽
く
し
、
林
業
・
水
産
業
に
至
る
ま
で
、

広
く
産
業
振
興
に
尽
く
し
ま
し
た
。

山田貞策億

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教

に
入
信
し
、
大
正
初
期

に
修
道
館
を
建
設
し
、

西
洋
文
化
の
導
入
と
民

衆
の
道
義
昂
場
に
尽
く

し
ま
し
た
。

大
正
一
四
年
一
二
月

二
九
日
、
大
垣
共
立
銀

行
楼
上
で
薩
摩
義
士
顕

彰
会
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
四
ヶ
年
後
の
昭
和
三
年
五
月
六
日
平
田
翁

終
蔦
之
地
記
念
碑
が
落
成
し
、
そ
の
献
身
的
努
力
が
報
い
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
九
年
九

月
一
〇
日
、
平
田
翁
像
を

記
念
碑
の
南
側
に
建
設
し

ま
し
た
　
（
像
の
作
者
は
上

石
津
町
下
山
の
人
、
三
輪

長
太
で
す
）
。

ま
た
、
学
校
家
庭
課
外

読
本
「
宝
暦
治
水
」
も
発

刊
し
ま
し
た
。
貞
策
は
昭

和
一
九
年
太
平
洋
戦
争
中

に
死
亡
し
ま
し
た
。
年
七

十
七
才

修徳館
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養
老
町
の
主
な
水
害
と
治
水
工
事
（

主
と
し
て
岐
阜
地
方
気
象
台
編

「
岐
阜
県
災
異
誌
」
　
に
拠
る
）

）

西

暦

年

号

月

日

牧
田
川
出
水

牧
田
川
堤
修
築

（国
役
普
請

）

牧
田
川
堤
数

ヶ
所
破
壊
、
こ
の
洪
水
で
新
宮
野
が
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

二
戸
、
俗
に

「枝
広
の
大
水
」
「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
と
い
ぅ
。

ろ
な
く
、
舟
で
往
来
が
で
き
た
と
い
ぅ
。
死
者
三
、
〇
〇
六
人
、
牛
馬
七

一
〇
頭
死
、
流
家
壊
家
三
五
〇

末
曽
有
の
大
洪
水
と
い
ゎ
れ
、
濃
州
の
低
地
は
悉
く
水
底
に
没
し
、
岐
阜

・
養
老
の
間
は
干
上

っ
た
と
こ

正
保
年
間
金
屋
御
井
神
社
流
失

牧
田
川
出
水
、
大
境
村
堤
防
五
三
間
切
入
る
。

牧
田
川
出
水
、
島
田
村

・
高
畑
村

・
村
境
の
堤

一
四
間
切
入
り
、
耕
地
数
町
歩
を
荒
ら
す
。

牧
田
川
大
出
水
・
沿
村
各
地
を
荒
ら
す
。

尾
両
国
の
境
と
し
た
。

木
曽
川
大
洪
水
・
河
道
を
変
じ
・
現
在
の
木
曽
川
と
な
る
。
こ
の
洪
水
後
の
木
曽
川
筋
を
豊
臣
秀
吉
が
濃

の
が
現
在
の
牧
田
川
で
ぁ
る
）。

か
ら
南
と
北
の
二
派
に
分
か
れ
、
直
江
字
中
瀬
で
再
び
合
す
る
よ
ぅ
に
な

っ
た

（
こ
の
新
し
く
分
か
れ
た

学
校
の
敷
地
、
三
神
町
の
南
側
の
道
路
な
ど
は
河
川
敷
き
で
ぁ

っ
た
）
こ
の
洪
水
の
際
、
高
畑
字
将
棋
頭

畑

・
大
墳

・
直
江

（今
の
南
直
江
）
に
至
る
ま
で

一
河
川
で
ぁ

っ
た
が

（現
在
の
美
津
漉
工
場
や
高
田
中

牧
田
川
大
洪
水
の
た
め
河
状
を
変
じ
た
。
こ
れ
ま
で
南
岸
は
五
日
市

・
押
越

・
島
田
、
北
岸
は
橋
爪

・
高

洪
水
の
た
め
揖
斐
川
河
道
を
変
じ
て
現
今
の
河
道
と
な
る
。

大
風
雨
、
牧
田
川
上
流
大
破

水

害

・
工

事

（月
日
は
太
陰
暦
を
太
陽
暦
に
な
ぉ
し
て
記
載
）

９４１



揖
斐
川

・
牧
田
川
出
水
、
高
田
西
喰
違
及
び
島
田
堤
横
手
紙
木
に
切
入
り
。

津
屋
川
出
水
、
駒
野
新
田
破
堤

牧
田
川

・
津
屋
川

・
小
畑
川

・
揖
斐
川
の
堤
修
築

各
川
の
川
面
取
払
い
。

牧
田
川

・
津
屋
川

・
金
草
川
沿

い
の
破
壊
多
し
。

五
三
戸

川
通
出
水
、
大
垣
藩
領
二
二
九

ヶ
村
入
水
、
堤
防

一
七
三
ヶ
所
破
壊
、
延
長
三
八
七
八
間
、
流
家
濱
家
七

九

二

四
大
雨
、

一
九
日
か
ら
二
〇
日
ま
で
風
雨
激
し
く
、

一
九
日
か
ら
大
水
出
る
。
木
曽
川
通

・
揖
斐

大
坪
北
堤
防
築
留

津
屋
川
沿

い
志
津
新
田
破
堤
入
水

大
墳
村
境

一
二
間
切
入
り
。

津
屋
川
沿

い
釜
段
新
田
で
破
堤
入
水

栗
笠
福
地
神
社
は
こ
の
洪
水
で
古
文
書
流
出

牧
田
川
大
境
村
で
堤
三
〇
間
切
入
り
。

牧
田
川
大
境
村
で
堤
二

一
間
切
入
り
。

た
め
に
新
除
堤
新
江
堀
工
事

（押
越
の

「あ
ほ
よ
げ
」
は
こ
の
時
で
き
た
）

下
笠

・
西
岩
道

・
ロ
ヶ
島

・
岩
道

・
上
之
郷

・
大
跡
六
ヶ
村
込
水
御
国
及
び
押
越
村
よ
り
落
水
御
囲
い
の

驚
巣

・
大
跡

・
飯
之
木

・
小
倉
四
ヶ
村
本
田

・
新
田
囲
い
の
た
め
に
新
堤
築
立

飯
之
木
村
御
堤
築
立
、
長

一
一
二
間

小
倉
古
新
田
御
堤
創
築
、
長
三
八
八
間

小
坪
新
田
御
堤
築
立
、
長
七

一
六
間

津
屋
川
出
水
、
河
道
を
変
ぇ
た
。
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津
星
川
沿

い
徳
田
新
田
破
堤

金
草
川
大
水
、
若
道
村
入
水

津
屋
川
沿
い
徳
田
新
田
破
堤

小
畑
川
大
水
、
堤
切
入
る
。

牧
田
川
筋
牧
田
村
境
数
か
所
破
壊
、
耕
地
高

一
一
○
石
余
川
敷
と
な
る
。

牧
田
川
筋
烏
江
村
南
堤
切
入
り
。

牧
田
川
筋
島
田

・
金
草
川
筋
若
造

・
色
目
川
筋
大
坪

・
津
屋
川
筋
徳
田
新
田
切
入
り
。

色
目
川
沿
い
大
坪
村
堤
切
入
り
。

牧
田
川

・
津
屋
川

・
色
目
川

・
伊
尾
川
水
行
直
し
。

津
屋
川
沿
徳
田
新
田
堤
破
壊

牧
田
川
筋
直
江
村
堤
五
〇
間
切
れ
耕
地
三
〇
町
歩
を
害
す
。
小
畑
川
治
小
畑
村
堤
三
〇
間
破
れ
切
入
り
、

美
濃

・
飛
騨
大
風
、
津
屋
川
沿
い
徳
田
新
田
堤
破
壊

長
良
川

・
揖
斐
川
出
水
・
色
目
川
沿

い
蛇
持
村
破
堤

牧
田
川
沿
い
島
田
村

・
烏
江
村
破
堤

津
屋
川
沿
い
徳
田
新
田
破
堤

津
屋
川
沿
い
志
津
新
田
媒
切
入
り
。

牧
田
川
沿
い
大
境
村
堤

一
六
間
切
入
り
。

牧
田
川

・
小
畑
川

・
段
海
用

・
水
行
直
し
。

津
屋
川
大
水
、
駒
野
新
田
に
て
破
堤

牧
田
川
水
行
直
し
。

津
屋
川
沿
い
徳
田
新
田
破
堤

津
屋
川
沿
い
徳
田
新
田
破
堤

牧
田
川
、
色
目
川
築
堤
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室
原
村
北
堤
切
入
り
。

長
州
藩
ぉ
手
伝
普
請

（養
老
町
内
に
て

一
七
ヶ
村
関
係
）

鳥
江
南
堀
切
入
り
。

江
月
切
入
り
。

大
風
雨
・
大
坪
堤
防
大
出
水

津
屋
川
筋
志
津
新
田
及
び
徳
田
新
田
に
て
二
ヶ
所
切
入
り
。

牧
田
川
筋
多
芸
村
に
て
堤
決
壊

三

一〇
間
、
流
家
二
戸
、
耕
地

一
一
町
余
砂
入

牧
田
川
筋
五
日
市
村
堤
切
れ
る
。

牧
田
川
通
り
五
日
市
村

・
津
屋
川
沿
い
徳
田
新
田
堤
切
入
り
。

牧
田
川
通
り
五
日
市
村

・
島
田
村
堤
破
壊

牧
田
川
筋
多
芸
村
堤
切
れ
、
耕
地
残
ら
ず
損
耗

宝
暦
治
水
工
事
完
成

宝
暦
治
水
工
事
着
工

津
屋
川
筋
普
巣
堤
切
入
り
。

津
屋
川
筋
志
津
新
田
堤
切
入
り
。

牧
田
川
沿
い
大
墳
村
の
堤
切
入
り
。

津
屋
川
筋
志
津
新
田
堤
切
入
り
。

色
目
川
大
水
、
大
坪
村
堀
の
内

の
内
堤
切
れ
る
。

津
屋
川
大
水

牧
田
川
出
水
・
島
田

・
鳥
江
の
堤
破
壊
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下
地
輪
中
入
水
、
収
穫
皆
無

津
屋
川
沿
い
津
屋
村

・
志
津
新
田
入
水
・
揖
斐
川
通
り
高
柳
新
田
で

一
一
○
間
破
堤
。

牧
田
川
筋
直
江
村

・
小
畑
川
筋
飯
田
村
破
堤

若
道
村
な
ど
入
水

津
屋
川
沿

い
鷲
巣
村

・
志
津
新
田

・
小
坪
新
田
に
て
七
五
間
破
堤

牧
田
川
沿

い
五
日
市
村
な
ど
破
堤
、
烏
江
南
堀
切
入
り
・
岩
道
村
常
性
寺
橡
の
上
五
寸
ま
で
入
水

大
坪
村
懸
樋
東
二
〇
間
程
切
入
れ
、
橋
爪
村
段
木
所
切
入
り
た
る
た
め

一
円
に
入
水
、
蛇
持
堤
東
に
て

一

五
間
程
切
入
、
島
田
堤
切
入
、
多
芸
輪
中
残
ら
ず
水
入
り
。

津
屋
川
通
志
津
新
田
、
金
草
川
通
口
ヶ
島
堤
切
入
、
駒
野
新
田

・
小
坪
村

・
釜
段
堤
防
七
〇
間
切
入
、
家

屋

一
二
戸
流
失
。

牧
田
川
筋
多
芸
村
堤
五
〇
間
切
入
り
耕
地

一
三
町
歩
砂
入
、
流
家
五
戸
、
大
坪
掛
樋
三
〇
間
、
蛇
持
村
切

入
、
多
芸
輪
中
残
ら
ず
水
入
。

大
坪
村
切
所
よ
り
入
水
、
更
に
橋
爪
村
下
よ
り
入
水
せ
る
た
め
、
大
坪
村
堤
西
よ
り
東
ま
で

一
面
に
水
入

り
沈
む
、
大
坪
六
ヶ
所
切
れ
る

出
水
烏
江
湊
堤
よ
り
水
押
込
む
、
江
月
村
堤
所

々
切
入
れ
、
下
笠
輪
中
も
切
入
。

飯
田
村
切
所
よ
り
入
水

陣
の
上
棟

の
上
三
寸
五
分
ま
で
入
水

大
風
水
、
島
田
村
堤
切
れ
、
烏
江
村
紙
木
よ
り
切
入
、
飯
田
村
切
入
口
ヶ
島
圦
切
入
、
岩
道
村
常
性
寺
下

津
屋
川
沿
い
徳
田
新
田
堀
切
入
る
。

牧
田
川
筋
五
日
市
村

・
津
屋
川
筋
徳
田
新
田
破
堤

大
雨
、
揖
斐
川

・
牧
田
川
水
系
大
洪
水
、
若
造
村
、
江
月
村
、
島
田
村
で
破
堤
、
烏
江
村
平
押
と
な
る
。

島
田
堤
切
れ
、
鳥
江
紙
木
堤
切
入
り
平
押
と
な
る
。

室
原
村
中
堤
切
入
り
、
大
坪
村

へ
入
水
、
署
道
村
入
水
、
江
月
村
切
入
り
。
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小
畑
川
沿
い
飯
積
村
三
五
間
破
堤
、
耕
地

一
町
余
を
害
す
。

牧
田
川
筋
直
江
村
六
〇
間
破
堤
、
耕
地
四
〇
町
余
を
害
す
。

牧
田
川
沿
い
直
江
村
堤
切
入
る
。

牧
田
川
筋
島
田
村
寺
裏

・
烏
江
村
横
手
紙
木
堤
切
入
る
。
床
上
三
尺

牧
田
川
筋
島
田
村
破
堤
入
水

も
高
く
前
代
未
聞
と
い
う
。
津
屋
川
破
堤
。

各
川
洪
水
と
な
る
。
木
曽
川

・
長
良
川

・
揖
斐
川
外
各
川
氾
濫
す
。
慶
安
三
年
の
枝
広
の
洪
水
よ
り
六
尺

暴
風
雨
。

こ
の
日
よ
り
天
空
異
常
、
五

・
二

一
よ
り
強
風
引
き
続
く
。

津
屋
川
築
堤

津
屋
川
沿
い
津
屋
村
圦
樋
吹
抜
け
。

津
屋
川
沿
い
津
屋
新
田
圦
樋
吹
き
抜
け
、
三
〇
間
程
切
入
り
。

津
屋
川
門
樋
成
る
。

牧
田
川
筋
多
芸
村
破
堤

多
芸
輪
中
所
々
破
堤

若
道
村
常
性
寺
御
堂
下
陣
に
て
三
尺
二
分
入
水

津
屋
川
沿

い
津
屋
村
破
堤
・
小
坪
村
新
田
杁
樋
吹
抜
、
堤
五
四
間
破
堤
、
有
尾
村
前
近
辺
残
ら
ず
切
入
れ
、

津
屋
川
沿

い
徳
田
新
田
破
堤
、
若
道
村
常
性
寺
台
所
の
上
三
寸
ま
で
入
水
。

津
屋
川
筋
志
津
新
田
破
堤
、
徳
田
新
田

・
釜
段
新
田
入
水
、
岩
道
村
常
性
寺
椽
ま
で
入
水
、
大
飢
饉
。

水
行
直
し
、
各
川
、
各
地
に
て
行
ゎ
れ
る
五
四
ヶ
村
。

津
屋
川
筋
駒
野
新
田

・
釜
段
新
田
破
堤
、
六
艘
樋
東
高
須
圦
吹
破
ら
る
。

揖
斐
川

・
津
屋
川
堤
修
理
、
水
行
き
直
し
。
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金
屋
村
境
五
〇
間
破
壊
・
耕
地

一
町
五
反
歩
を
害
す
。

牧
田
川
沿
い
大
墳
村
堤
四
ヶ
所
切
入
り
・
家
屋
三
戸
流
失
、
耕
地
数
町
歩
を
害
す
。

牧
田
川
出
水
、
大
墳
村
堤
切
入
り
耕
地
を
害
す
。

牧
田
川
沿
大
境
村
堤

一
一
間
破
堤
入
水
、
耕
地
損
害
多
し
。

大
暴
風
雨
、
大
牧
村
圦
樋

・
高
柳
圦
吹
切
、
高
柳
新
田
堤
五
〇
間
破
壊
、
岩
道
村
常
性
寺
庭
ま
で
入
水

署
道
村
常
性
寺
庭
ま
で
入
水

津
屋
川
筋
徳
田
新
田
切
込

牧
田
川
州
浚

牧
田
川
筋
多
芸
郡
内
に
て
三
〇
間
破
堤
、
耕
地

一
町
歩
砂
入

長
良
川
洪
水

・
牧
田
川
出
水
多
芸
村
に
て
破
堤
。

長
州
藩
お
手
伝

い
普
請

（第
２
回
目
）

伊
勢

・
美
濃
大
地
震
、
堤
防

の
崩
壊
箇
所
多
数

島
田
村

・
沢
田
村

・
恨
古
地
相
場
修
築

牧
田
川
沿
い
大
墳
村
堤

一
二
間
切
入
り
耕
地
二
反
害
す
。

津
屋
川
筋
破
堤
、
釜
段
新
田
入
水
。

牧
田
川
筋
多
芸
村
破
堤

り
台
所
上
二
尺
、
島
田
村
切
入
れ
。

牧
田
用
沿
い
五
日
市
村
破
堤
、
大
境
村

・
丘
間
破
堤
耕
地
五
反
歩
砂
入
り
、
金
草
川
沿

い
西
岩
道
村
切
入

八

・
一
よ
り
の
豪
雨
に
て
八

・
二
、
三
の
両
日
は
美
濃
諸
用
洪
水
大
被
害
。

多
芸
郡
出
水

牧
田
川
筋
五
日
市
村
破
堤

大
跡

・
舟
付

・
恨
古
池
新
田
堤
修
築

へ薩

摩
外
六
藩

）

大
跡
新
田
堤
破
壊

津
屋
川
沿
い
大
跡
新
田
破
堤

島
田
填
修
築

一薩
摩
他
五
藩

）

５５１



小
畑
川
沿
い
飯
積
村
三
五
間
破
堤
入
水
。

牧
田
川
沿
い
沢
田
村
に
て
八
八
間
、
橋
爪
村
五
二
間
破
堤
入
水
。

牧
田
用
出
水
、
大
墳
村
堤
九
間
余
切
入

沢
田
村
切
入
る
。

て
切
入
る
。

徳
周
新
田
堤

一
八
二
間
破
堤
、
堤
内
田
面
の
水
嵩

一
丈
三
尺
余
、

被
害

一
〇
町
歩
余
、
有
尾
新
田
前
池
に

岩
道
村
常
性
寺
本
堂
下
降
に
て
五
尺
程
、嘩
裡
台
所
に
て
鴨
居
の
上
五
寸
程
０こ
の
洪
水
を
舟
付
切
れ
と
い
ぅ
。

牧
田
川
筋
舟
付
村
堤
、
津
屋
川
沿
い
鷲
巣
村
堤
切
入
る
。
多
芸
輪
中
入
水

大
暴
風
雨
、
木
曽

・
長
良

・
揖
斐
三
川
大
洪
水
、
被
害
甚
大

津
屋
川
沿
い
人
跡
新
里

釜
段
、
小
坪
新
田
、
徳
田
新
田
な
ど
堤
切
入
る
。

牧
田
用
治
い
大
墳
村
に
て
堤
二
ヶ
所

（
一
一
聞
及
び

一
二
間
）
破
堤
し
、
耕
地
数
町
歩
を
害
す
。

津
屋
川
沿
い
鷲
巣
材
破
堤

津
屋
川
沿
い
駒
野
新
田
切
込
み
、
大
場
新
田
、
釜
段
新
田
悪
水
堤
破
壊
。

大
風
雨
、
牧
田
川
筋
沢
田
村
東

一
四
〇
間
・
大
畔
四
〇
間
、
茶
園
原
二
六
間
、
押
越
村
北
二
三
間
切
入
る
。

小
畑
川
沿
い
飯
積
村
一
号

所
六
〇
間
を
破
壊
し
、
耕
地
二
町
歩
余
を
害
す
。

直
江
村
二
ヶ
所

一
一
〇
間
破
壊
耕
地
六
〇
町
歩
を
害
す
。

大
暴
風
雨
、
牧
田
用
出
水
、
大
境
村

一
八
ヶ
所
切
入
り
、
耕
地
数
町
歩
を
害
す
。

牧
田
川
筋
沢
田
村
東
大
畔
、
大
墳
村
、
飯
積
村
堤
切
入
る
。

牧
田
用
筋
大
墳
村
に
て
堤
二
ヶ
所
三
八
間
切
入
れ
、
耕
地
を
害
す
。

暴
風
雨

・
大
洪
水
・
島
田
村
破
堤
耕
地
を
害
す
。

津
屋
川
沿
い
大
跡
新
田
破
堤
。

大
暴
風
雨
、
大
牧
新
田
堤
八
四
問
破
壊
、
流
家
三
三
戸
、
大
牧
村
堤
も
破
壊
。

牧
田
川
沿
い
大
境
村
境

一
五
間
切
入
り
、
耕
地
を
害
す
。

小
畑
川
沿
い
飯
積
村
堤
三
〇
問
破
壊
、
耕
地

一
町
二
反
余
を
害
す
。

直
江
村
堤
三
ヶ
所
長
さ

一
三
〇
間
破
壊
、
耕
地
五
〇
町
歩
余
害
す
。

６５１



・
津
屋
川

・
金
草
川

・
色
目
川
も
出
水
。

暴
風
雨
・
木
曽
川
通
り
平
水
位
よ
り
二
二
尺
余

の
増
水
。
揖
斐
川

・
牧
田
川

・
杭
瀬
川

・
小
畑
川

・
相
川

大
枚
新
田
破
堤
、
徳
田
新
田

・大
跡
新
田
入
水

増
水
。

木
曽
川
通
り
平
水
位
よ
り
二
〇
尺
増
水
、
牧
田
川

・
杭
瀬
川

・
金
草
川

・
相
川

・
大
谷
川

・
泥
川
等
も
大

牧
田
川
高
畑

・
大
墳
村
に
て
切
入
り
、
高
畑
村
は
全
部
流
失
、
死
者

一
名
、
大
墳
村

一
五
戸
流
失
。

飯
積
に
て
切
入
る
。

堤
破
壊

島
田
に
て
六
ヶ
所
切
入
り
、

一
戸
流
失
、
耕
地
二
〇
町
歩
砂
入
、
金
屋

・
安
久

・
大
墳

・
高
畑

・
直
江
の

大
風
雨
・
牧
田
川
通
り

・
津
屋
川
通
り

・
相
川
通
り
の
堤
破
壊
し
徳
田
新
田

・
大
跡
新
田
切
入
る
。

牧
田
川
出
水
、
金
屋
村

・
島
田
村
に
て
破
堤
。
安
久
村
正
覚
寺
流
失
、
其
他
流
家
十
戸
、
死
者
を
出
す
。

小
倉
下
堤
二
ヶ
所
切
入
る
。

多
芸
村
入
水

二
町

一
反

一
歩
を
害
す
。

牧
田
川

・
小
畑
川
等
の
川
沿

い
の
村

々
破
堤
三
三
ヶ
所
、
延
六
四
三
間
、
田
二
三
町
八
反
二
畝
七
歩
、
畑

揖
斐
川
平
水
位
よ
り

一
丈
四
尺
五
寸
の
高
水
。

沢
田
村

に
て
五
〇
間
破
堤
。

増
の
切
れ
た
と
こ
ろ
四
四
ヶ
所
、
延
九
二
二
間
、
田
地
五
町
八
反
八
畝
余
、
畑
地
六
畝
二
九
歩
を
害
す
。

揖
斐
川
通
り
平
水
位
よ
り

一
四
尺
の
高
水
。
そ
の
他
藪
川

・
粕
川

・
牧
田
川

・
小
畑
川
等
沿
い
の
村
々
堤

り
。

暴
風
雨
。
揖
斐
川

・
牧
田
川

・
小
畑
用
出
水
。
沢
田
村

・
橋
爪
村

・
飯
積
付
に
て
破
堤
、
耕
地
の
被
害
あ

耕
地
数
町
歩
を
害
し
、
流
失
家
屋
を
出
す
。

牧
田
川
筋
牧
田
村
に
て
七
ヶ
所
三
九
五
間
、
押
越
村
に
て
八
ヶ
所

一
四
〇
間
切
入
る
。
島
田
村
堤
破
堤
、

牧
田
川
過
大
墳
村
堤
二
ヶ
所

（三
〇
間

・
一
三
間
）
切
入
り
、
耕
地
数
町
歩
を
害
し
、
家
屋
流
失
。
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ジ
ェ
ー
ン
台
風

キ
テ
ィ
台
風

枕
崎
台
風

室
戸
台
風

（史
上
最
大
級
の
台
風
）

牧
田
川
改
修
工
事

烈
風
雨
、
各
河
川
出
水
、
揖
斐
川
大
洪
水

台
風
、
西
濃
豪
雨
・
揖
斐
川
氾
濫

西
濃
地
方
大
雨

台
風
西
濃
被
害
大

台
風
西
濃
地
方
被
害
甚
大
・
河
川
氾
濫

三
川
分
流
工
事
竣
功

壊
五
八
ヶ
所

多
芸
郡
床
上
浸
水
九
七
九
戸
、
流
失
六
五
戸
、
崩
壊

一
五
七

一
戸
、
耕
地
浸
水
三
二

一
四
町
余
、
堤
防
決

豪
雨
、
西
濃
地
方
被
害
激
甚
、

一
一
日
ま
た
暴
風
雨
が
ぁ
り

一
層
災
害
を
大
き
く
し
た
。

防
決
壊
九

一
ヶ
所

多
芸
郡
の
床
上
浸
水
八
五
四
戸
、
家
屋
流
失
三
戸
、
崩
壊
二
六
六
戸
、
耕
地
浸
水
三
二
三
三
町
九
反
・
堤

区
域
岐
阜
市
を
は
じ
め

一
市
二
五
郡

豪
雨
・
木
曽

・
長
艮

・
揖
斐
そ
の
他
大
小
の
河
川

悉
く
漲
濫
・
堤
防
至
る
所
で
決
壊
、
浸
水
・

被
害
の

暴
風
雨
、
入
水
戸
数
多
芸
郡

一
九

一
戸

泥
川
、
津
屋
川
、
杭
瀬
川
、
相
川
等
堤
防
破
壊

牧
田
川
出
水
飯
積
村

へ
切
入
る
。

暴
風
雨
、
揖
斐
川
平
水
位
よ
り
二
〇
尺
高
く
・
牧
田
川

・
相
川

・
杭
瀬
川

・
大
谷
川
も
大
洪
水

橋
爪
東
南
及
び
大
墳
に
て
破
堤
、
宅
地
流
亡
、
流
家
あ
り
、
大
敗
新
田

・
大
跡
新
田

へ
も
切
入
る
。

三
五
戸

二
の
洪
水
の
た
め
県
下
で
切
萌
六
三

一ヶ
所
、
延
一
一五
、
０
六
六
閉
会
決
潰
、
死
亡
六
人
、
家
屋
流
失
二
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枕
瀬
川
の
水
位
が
八

・
八
九
メ
ー
ト
ル
に
あ
が
り
祖
父
江
と
段
海
と
の
間
の
堤
防
が
決
潰
寸
前
と
な
り
小

揖
斐
川
大
出
水
・
根
古
地
堤
決
潰
口
で
漏
水

牧
田
川
と
杭
瀬
川
と
の
中
堤
が
三
ヶ
所
破
堤

牧
田
用
の
水
位

一
〇

・
四
〇
メ
ー
ト
ル

牧
田
川
の
水
位
九

・
五

一
メ
ー
ト
ル
、
烏
江
で
牧
田
川
と
杭
瀬
川
と
の
中
堤
破
壊

台
風

一
八
号

（第
二
室
戸
台
風
一
周
内
全
域
・
五
市

一
〇
町

＝

再

に
被
害

梅
雨
前
線

（三
六

・
六
梅
雨
前
線
豪
雨
一
西
南
濃
五
市

一
二
町
に
被
害

確
災
者
九

一
八
九
二

（養
老
町
の
被
害
状
況
は
本
文
参
照
）

水

一
四
九
五
五
㌶
、
畑
流
失
四
三
七
㍍
、
畑
冠
水
四

一
五
五
㌶
、
橋
流
失
四
三
三
、
堤
防
決
潰
五
六

三

五
二
、
流
失
二
四
二
、
床
上
浸
水
三

一
七
〇
、
床
下
浸
水

一
三
八
九
三
、
水
田
流
失
六

一
四
㌶
、
水
田
冠

岐
阜
県
下
の
被
害
死
者
八
七
、
負
傷

一
八
二
九
、
行
方
不
明

一
七
、
家
屋
全
壊
三
七
〇
四
・
半
壊

一
一
〇

愛
知

・
岐
阜

・
三
重
惨
害
、
惨
禍
の
規
模
は
史
上
最
大
級

台
風

一
五
号

（伊
勢
湾
台
風
）
根
古
地
決
潰
口
が
再
び
決
漬
し
、
多
芸
輪
中
ま
た
ま
た
水
没

被
害
状
況
は
本
文
参
照
）

冠
水
六
二
七
㍍
、
道
路
損
壊
八
六
、
倍
流
失
五
六
、
堤
防
決
壊
三
二
、
罹
災
者
三
九
七
五
六

（養
老
町
の

床
上
浸
水
二
〇
八
六
、
床
下
浸
水
五
七
二
五
、
水
田
流
失

一
五
㍍
、
冠
水
三
三
二
四
㍍
、
畑
流
失
三
㍍
、

多
芸
輪
中
水
没
、
岐
阜
県
下
で
は
死
者
七
名
、
負
傷
三

一
名
、
家
屋
全
壊
八
、
半
壊
二
七
、
流
失
二
八
、

台
風
七
号
と
前
線

（根
古
地
の
水
害
）

台
風

一
五
号

（洞
爺
丸
台
風
）

牧
田
川

・
杭
瀬
川
分
流
工
事
完
成

梅
雨
前
線
に
ょ
る
被
害
、
養
老
郡

（水
稲
）
被
害
面
積
八
〇
〇
町
歩

・
畑
冠
水

一
三
二
町
歩

ダ
イ
ナ
台
風
、
養
老
郡
被
害
面
積

（水
稲
）

一
三
〇
町
歩

ル
ー
ス
台
風
、
養
老
郡
被
害
面
積

（水
稲
）
四
六
三
町
歩
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こ
り
五
七
〇
名
程
出
動
し
て
決
潰
を
ま
ぬ
が
れ
た
。

牧
田
川
大
出
水
の
た
め
江
の
橋

・
根
古
地
の
中
間
で
堤
防
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
ゎ
た
っ
て
法
崩
れ
が
起

畑
地
区
及
び
日
吉
地
区
の

一
部
に
避
難
命
令
が
発
令
さ
れ
た
。
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貝
塚

用
語
解
説

原
始
人
が
食
べ
て
捨
て
た
貝
殻
が
た
く
さ
ん
つ
も
っ
た
場

所
を
貝
塚
と
い
う
。
我
が
国
で
は
、
縄
文
時
代
に
つ
く
ら
れ

た
も
の
が
多
い
。

断
層

地
球
の
外
側
を
包
ん
で
い
る
部
分
（
地
殻
）
に
で
き
た
さ

け
目
。
両
側
の
ど
ち
ら
か
が
ず
れ
上
り
又
は
ず
れ
下
が
っ
た

り
、
さ
ら
に
は
横
に
ず
れ
て
い
る
。

扇
状
地

山
麓
で
川
が
山
地
か
ら
平
野
に
出
る
所
に
広
が
っ
た
緩
や

か
な
傾
斜
の
扇
状
の
地
形
の
こ
と
。
山
地
を
出
る
と
流
水
が

急
に
緩
や
か
に
な
る
の
で
、
礫
や
土
砂
が
谷
の
出
口
に
積
っ

て
出
来
た
地
形
で
あ
る
。
扇
状
地
は
、
砂
や
磯
が
多
く
、
水

を
よ
く
透
す
た
め
、
扇
状
地
の
頭
の
所
（
扇
頂
）
で
は
川
の

水
が
多
い
が
、
中
央
部
は
水
が
地
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
表

に
は
な
く
、
扇
状
地
の
末
端
で
は
泉
と
な
っ
て
そ
れ
が
湧
き

出
す
よ
う
に
な
る
。
川
が
山
地
を
出
る
所
を
要
と
し
て
扇
の

形
の
よ
う
な
平
面
に
な
る
の
で
扇
状
地
と
い
う
。

自
然
堤
防
　
自
然
の
ま
ま
の
川
で
は
洪
水
の
時
、
流
水
が
川
の
両
側
に

と
後
背
　
あ
ふ
れ
る
と
急
に
水
深
が
浅
く
な
る
た
め
河
心
に
く
ら
べ
て

低
湿
地

流
れ
が
お
そ
く
な
る
。
そ
の
た
め
流
水
が
土
砂
を
運
搬
す
る

力
が
急
に
減
っ
て
川
の
両
側
に
土
砂
が
堆
積
す
る
。
そ
れ
が

何
度
も
く
り
返
さ
れ
る
と
次
第
に
川
の
両
側
が
高
く
な
っ
て
、

つ
い
に
は
、
は
っ
き
り
と
自
然
の
堤
防
に
な
る
。

自
然
堤
防
は
、
平
野
の
中
の
微
高
地
で
あ

り
、
周
囲
よ
り
高
い
の
で
集
落
が
で
き
、
畑

な
ど
に
も
利
用
さ
れ
て
き
た
所
が
多
い
。
そ

の
高
さ
は
一
㍍
か
ら
数
㍍
位
で
あ
る
。

二
つ
の
川
の
自
然
堤
防
の
間
は
低
く
、
こ

れ
を
後
背
低
湿
地
と
よ
び
、
輪
中
が
で
き
る

以
前
は
沼
や
湿
地
で
あ
っ
た
。

天
井
川

河
床
の
面
が
周
囲
の
平
野
面
よ
り
高
く
な

っ
て
い
る
川
の
こ
と
で
あ
る
。
水
害
を
防
ぐ

た
め
、
堤
防
を
築
い
て
河
道
を
固
定
し
て
し

ま
っ
た
た
め
、
川
が
運
ぶ
土
砂
が
多
い
と
狭

い
河
道
の
中
だ
け
に
そ
の
土
砂
が
堆
積
し
、

洪
水
の
た
び
ご
と
に
河
床
は
高
く
な
り
、
洪

水
に
よ
っ
て
堤
防
が
破
れ
た
時
は
大
き
な
被

害
と
な
る
。

縄
文
時
代

紀
元
前
七
、
八
千
年
か
ら
弥
生
時
代
ま
で

の
間
を
い
い
、
縄
文
式
土
器
の
ほ
か
打
製
・

磨
製
の
石
器
等
を
使
用
し
て
い
た
時
代
。

弥
生
時
代
　
縄
文
時
代
に
続
く
時
代
で
紀
元
前
三
世
紀

頃
か
ら
三
世
紀
頃
ま
で
の
期
間
で
、
古
墳
時

代
へ
と
続
く
。

古
墳
時
代
　
古
墳
が
盛
ん
に
築
か
れ
た
時
代
を
古
墳
時

代
と
い
う
。
だ
い
た
い
三
世
紀
末
頃
か
ら
七
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世
紀
頃
ま
で
続
く
。

古
墳

豪
族
ら
有
力
者
の
墓
で
、
そ
の
形
に
よ
っ
て
、
円
墳
・
方

墳
・
前
方
後
円
墳
・
前
方
後
方
墳
・
上
円
下
方
墳
な
ど
が
あ

る
。

石
鏃

縄
文
・
弥
生
時
代
に
使
用
さ
れ
た
石
の
鏃
で
、
長
さ
は
一

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

か
ら
長
い
も
の
は
六

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

位
の
も
の
も
あ
る
。

条
里

大
化
の
改
新
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
土
地
の
区
切
り
方

を
い
う
。
縦
横
六
町
（
一
町
は
一
〇
九
㍍
）
間
隔
に
碁
盤
の

目
口
の
よ
う
に
直
角
に
交
わ
る
道
路
や
水
路
に
よ
っ
て
区
切
り
、

一
方
を
一
条
・
二
条
・
三
条
…
…
と
数
え
、
他
方
を
一
里
・

二
里
・
三
豊
と
呼
び
、
こ
の
縦
横
六
町
間
隔
で
区
切
ら
れ
た

六
町
四
方
の
一
区
切
り
を
里
と
い
っ
た
。
里
は
更
に
縦
横
一

町
間
隔
に
三
十
六
に
区
切
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
ノ
坪
・
二
ノ

坪
・
三
ノ
坪
と
い
う
よ
う
に
三
十
六
ノ
坪
ま
で
番
号
が
つ
け

ら
れ
た
　
（
一
坪
は
現
在
の
約
一
・
二
㌶
に
あ
た
る
　
）
。

遊
水
池

河
川
の
一
部
の
幅
を
非
常
に
広
く
し
て
お
い
て
洪
水
の
時
、

そ
こ
に
一
時
水
を
貯
え
た
り
、
又
は
、
川
沿
い
の
低
湿
地
へ

水
を
導
き
入
れ
て
一
時
貯
え
て
お
き
、
堤
防
の
破
れ
る
の
を

防
ぐ
場
所
。
遊
水
池
は
平
野
部
で
河
川
の
傾
斜
が
急
か
ら
緩

と
な
る
箇
所
に
多
く
み
ら
れ
る
。

干
拓

浅
い
遠
浅
海
岸
の
干
潟
や
浅
い
湖
や
沼
の
水
を
な
く
し
て

田
な
ど
に
す
る
こ
と
。

デ
ル
タ

（
三
角
州
）
　
河
川
が
湖
や
海
に
流
れ
込
む
所
へ
運
ん
で
来
た

土
砂
が
沈
み
積
も
っ
て
で
き
た
地
形
を
い
う
。

経
塚
　
　
お
経
を
経
筒
の
中
へ
入
れ
地
中
に
埋
め
た
と
こ
ろ
。

水
片
付
け

水
害
に
備
え
て
、
家
財
道
具
を
二
階
等
高
い
所
へ
上
げ
る

こ
と
。

評
定
所

江
戸
時
代
の
最
高
裁
判
所
で
寺
社
奉
行
・
町
奉
行
・
勘

定
奉
行
の
三
奉
行
で
運
営
さ
れ
て
い
た
。
訴
訟
裁
決
お
よ
び

立
法
審
議
の
最
高
機
関
。
重
要
事
項
お
よ
び
所
管
が
二
奉
行

以
上
に
ま
た
が
る
事
件
な
ど
を
扱
っ
た
。

老
中

江
戸
幕
府
の
最
高
の
職
で
、
幕
政
を
総
理
し
、
朝
廷
・
大
名

の
事
を
あ
つ
か
い
、
遠
国
の
役
人
を
監
督
し
た
。
定
員
は
四

名
か
五
名
で
月
番
交
替
で
勤
務
し
た
。

大
目
付

江
戸
幕
府
の
職
名
。
老
中
の
配
下
に
あ
っ
て
諸
務
を
監
督

し
、
諸
大
名
の
行
動
を
監
察
し
、
役
人
の
勤
め
ぶ
り
を
し
ら

べ
て
い
た
。

目
付
　
　
　
江
戸
幕
府
の
職
名
で
旗
本
な
ど
を
監
督
し
た
。

寺
社
奉
行

江
戸
幕
府
の
三
奉
行
の
第
一
で
、
寺
社
・
神
職
・
僧
侶
の

管
理
・
訴
訟
な
ど
に
関
す
る
事
を
つ
か
さ
ど
っ
た
。
定
員
四
、

五
名
。

町
奉
行

江
戸
幕
府
の
職
名
。
老
中
の
支
配
下
で
行
政
・
司
法
・
警

察
等
を
つ
か
さ
ど
り
、
特
に
町
政
を
管
轄
し
、
訴
訟
を
裁
判

し
た
。
三
奉
行
の
一
つ
。
定
員
一
～
三
名
だ
が
、
二
名
の
と

き
が
多
か
っ
た
。
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勘
定
奉
行

江
戸
幕
府
の
職
名
。
幕
府
直
轄
地
の
代
官
・
郡
代
を
監
督

し
、
収
税
、
金
銭
の
出
納
な
ど
幕
府
の
財
政
及
び
領
内
農
民

の
行
政
・
訴
訟
を
つ
か
さ
ど
る
。
三
奉
行
の
一
つ
。
定
員
四

名
。

落
堀
と

洪
水
が
あ
っ
て
、
堤
防
が
切
れ
る
と
、
切
れ
た
堤
防
の
跡

砂
入
り

に
大
き
な
深
い
池
が
で
き
ま
す
。
土
木
事
業
に
機
械
力
の
な

か
っ
た
時
代
は
人
力
に
よ
る
復
旧
に
た
よ
っ
た
の
で
、
で
き

た
池
を
土
で
埋
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
池
が
残
り

ま
し
た
。
こ
れ
を
落
堀
（
押
掘
）
と
い
い
ま
す
。

従
っ
て
、
大
き
な
河
川
の
揖
斐
川
、
牧
田
川
、
津
屋
川
、

金
草
川
、
杭
瀬
川
等
の
川
沿
い
に
は
、
こ
の
落
堀
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
し
た
が
、
近
年
の
耕
地
整
理
、
土
地
改
良
に
よ
っ

て
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
落
堀
が
で
き
た
時
、
そ

の
え
ぐ
ら
れ
た
土
の
う
ち
、
粗
い
砂
や
礫
は
落
堀
よ
り
少
し

離
れ
た
濁
流
の
進
行
方
向
に
堆
積
し
ま
す
。
そ
こ
は
水
田
と

し
て
は
利
用
し
に
く
く
、
畑
や
宅
地
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
「
砂
入
り
」
と
い
う
地
名
（
小
字

名
）
　
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

ア
ホ
除

深
く
、
大
き
い
谷
の
勢
至
谷
の
出
水
は
、
飯
ノ
木
の
北
、

押
越
の
南
を
東
に
向
っ
て
流
れ
、
藤
井
ハ
ウ
ス
産
業
㈱
の
西

北
で
金
草
川
に
合
流
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
大
出
水
の
時
は
、
除
を
溢
れ
て
、
南
東
の
低
地

に
流
入
し
ま
す
。
飯
ノ
木
輪
中
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
た
水
は
、

大
跡
の
北
を
か
す
め
て
、
中
島
に
入
り
、
ま
た
、
笠
郷
輪
中

に
さ
ま
た
げ
ら
れ
た
水
は
、
更
に
、
南
に
走
り
、
十
三
ヶ
村

落
江
を
経
て
、
下
地
へ
落
ち
、
更
に
津
屋
川
に
注
ぎ
ま
す
。

こ
の
水
系
の
中
で
、
大
き
な
排
水
路
の
な
い
中
島
は
、
直

接
の
出
水
で
遊
水
地
と
な
っ
て
、
農
作
物
に
大
き
な
水
害
を

受
け
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
遠
く
離
れ
た
中
島
は
、
出
水
が
あ

る
と
、
地
域
稔
動
男
で
、
ア
ホ
除
の
南
に
土
嚢
を
積
ん
で
、

除
か
ら
南
へ
の
溢
水
を
除
ぎ
、
洪
水
が
金
草
川
へ
落
水
す
る

よ
う
必
死
に
な
っ
て
水
防
作
業
を
し
ま
し
た
。

郷
倉
（
水
防
倉
庫
）

河
水
が
増
水
し
、
刻
々
、
水
位
が
高
ま
っ
た
り
、

破
堤
の
危
険
が
迫
る
と
、
水
防
道
具
が
必
要
で
あ
る
の
で
、

平
常
時
か
ら
、
杭
、
縄
、
槌
、
針
金
、
ス
コ
ッ
プ
等
を
保
管

し
て
、
非
常
時
に
役
立
て
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
河
水
沿
い
の
、
堤
防
が
切
れ
や
す
い
場
所
や
堤

防
上
に
、
一
定
の
距
離
を
へ
だ
て
て
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

昔
は
、
年
貢
米
の
保
管
や
、
大
水
の
時
村
を
守
る
水
防
道

具
を
入
れ
た
蔵
を
郷
倉
と
い
い
ま
し
た
が
、
今
は
水
防
道
具

が
入
っ
て
い
る
倉
庫
な
の
で
水
防
倉
庫
と
い
い
ま
す
。

番
水

灌
漑
用
水
が
乏
し
い
時
、
用
水
の
使
用
に
順
番
を
決
め
、

そ
の
順
に
使
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

落
江

輪
中
を
と
り
ま
く
川
の
方
が
輪
中
内
の
土
地
よ
り
高
い
の

で
、
長
い
水
路
を
築
い
て
水
を
低
所
の
方
に
落
と
し
、
自
然

に
排
水
で
き
る
所
ま
で
導
い
た
。
こ
の
水
路
を
落
江
と
い
う
。
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井
論
　
　
　
用
水
の
利
用
等
に
つ
い
て
の
争
論
。

沖
積
平
野
　
河
川
の
堆
積
作
用
に
よ
り
生
じ
た
平
野
。

懸
廻
堤

輪
中
を
完
全
に
囲
絶
す
る
連
続
堤
で
、
部
分
堤
、
築
捨
場

に
対
し
て
称
せ
ら
れ
る
。

頭
百
姓
　
　
中
世
の
土
豪
が
兵
農
分
離
に
よ
っ
て
農
民
と
な
っ
た

も
の
。
近
世
初
期
に
は
開
発
に
貢
献
し
て
検
地
高
請
を
し
た

草
分
百
姓
な
ど
が
頭
百
姓
と
し
て
村
内
で
一
般
百
姓
と
隔
絶

し
た
特
権
を
有
し
た
。

村
役
人

幕
藩
領
主
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
村
の
自
治
組
織
で
、
庄

屋
（
名
主
）
、
年
寄
（
組
頭
）
及
び
百
姓
代
か
ら
成
り
、
村

方
三
役
と
言
わ
れ
た
。

内
済
証
文

訴
訟
に
も
ち
こ
ま
ず
談
合
、
和
解
し
、
そ
の
内
容
を
証
文

に
残
し
た
も
の
。

高

収
穫
、
知
行
な
ど
の
数
量
。
土
地
を
所
有
し
年
貢
負
担
義

務
の
あ
る
農
家
を
高
持
百
姓
と
い
っ
た
。

立
毛
　
　
田
畑
に
生
育
中
の
農
作
物
。

堤
　
　
　
川
の
堤
防
。

堰
　
　
　
　
川
の
水
を
止
め
る
堤
防
。
ダ
ム

洗
堰
　
　
堰
を
石
畳
と
し
て
水
越
場
に
す
る
、
水
量
調
節
の
設
備
。

石
堤
　
　
　
石
積
堤
防
の
こ
と
で
水
勢
の
強
い
と
こ
ろ
に
つ
く
る
。

蒔
石
　
　
　
庭
の
飛
石
の
よ
う
に
必
要
に
応
じ
要
所
要
所
に
置
く
石
。

根
杭

土
地
の
境
界
線
に
深
く
打
つ
杭
。
川
の
護
岸
工
事
に
川
岸

に
土
中
深
く
打
つ
杭
。

馬
蹄

堤
防
の
頂
上
の
平
担
面
の
こ
と
。
馬
が
通
れ
る
の
で
昔
は

馬
階
と
称
し
た
。

天
端

堤
防
の
頂
上
の
こ
と
。
馬
踏
の
こ
と
を
今
は
天
端
と
い
う
。

上
置

堤
防
の
天
端
に
土
砂
磯
を
置
い
て
堤
防
を
高
く
す
る
こ
と
。

外
腹
付

川
の
表
　
（
川
の

内
側

）
の
の
り
に
土
を
置
き
堤
防
を
補
強
す
る

こ
と
。

内
腹
付

川
の
裏
（
川
の

外
側

）
　
の
の
り
に
土
を
置
き
堤
防
を
補
強
す
る

こ
と
。

横
堤

河
幅
が
広
く
、
流
路
が
乱
れ
て
い
る
河
川
で
は
本
堤
保
護

の
た
め
に
横
堤
が
設
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
堤
外
地

に
耕
地
の
多
い
場
合
は
、
こ
の
横
堤
構
築
に
よ
っ
て
水
勢
を

弱
め
て
耕
地
の
保
護
を
目
的
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
横
堤
は

本
堤
ま
た
は
台
地
か
ら
河
身
に
向
っ
て
ほ
ぼ
直
角
に
築
か
れ

る
。
さ
ら
に
、
一
つ
の
輪
中
の
中
の
高
位
部
か
ら
、
そ
の
輪

中
の
低
位
部
に
悪
水
（
不
要
の
水
）
　
が
流
入
し
な
い
よ
う
に
、

低
い
土
手
を
築
く
場
合
に
、
そ
の
土
手
を
横
堤
と
よ
ぶ
場
合

も
あ
る
。

猿
尾
堤

水
勢
緩
和
と
河
身
整
正
の
た
め
、
河
岸
か
ら
河
心
に
向
け

て
設
け
た
堤
で
、
猿
の
尾
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
の
で
こ

の
名
が
あ
る
。

水
制

水
勢
緩
和
・
河
身
整
正
の
た
め
河
岸
か
ら
流
水
中
に
突
出

さ
せ
て
設
け
る
工
作
物
。
み
ず
は
ね
。

霞
堤

堤
防
が
河
川
に
沿
っ
て
連
続
堤
で
な
く
切
れ
切
れ
に
な
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っ
て
、
そ
の
あ
る
部
分
は
重
っ
て
二
重
堤
ま
た
三
重
堤
を
な

す
も
の
。
洪
水
の
時
は
、
そ
の
切
れ
切
れ
の
と
こ
ろ
か
ら
堤

内
に
水
が
入
り
水
位
を
低
下
さ
せ
る
。
霞
堤
は
扇
状
地
な
ど

河
川
が
急
傾
斜
で
流
下
す
る
と
こ
ろ
に
築
か
れ
て
き
た
。

暗
渠
　
　
　
地
下
を
通
す
水
路
。

樋
門

用
水
の
取
入
れ
や
悪
水
排
除
の
た
め
堤
防
を
横
断
し
て
作

ら
れ
た
水
路
の
門
に
扉
が
あ
る
も
の
。
外
水
が
高
く
な
る
と

扉
が
自
動
的
に
閉
じ
て
輪
中
内
へ
入
水
し
な
い
装
置
に
な
っ

て
い
る
排
水
樋
門
も
あ
る
が
、
用
水
の
場
合
は
必
要
に
応
じ

扉
を
あ
け
て
水
を
取
り
入
れ
る
。

逆
水
樋
閘
　
右
と
同
じ
で
外
水
が
侵
入
し
な
い
た
め
に
作
ら
れ
た
も

の
。
海
抜
０
㍍
地
帯
で
は
潮
の
満
ち
引
き
の
影
響
を
受
け
る

の
で
逆
水
樋
門
の
整
備
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
又
こ
の
海

抜
０
㍍
地
帯
で
は
水
田
用
水
に
逆
潮
を
利
用
す
る
の
で
、
排

水
と
用
水
を
兼
ね
た
水
門
の
設
備
が
必
要
で
あ
る
。

閘
門

運
河
、
放
水
路
な
ど
に
お
い
て
、
水
面
を
一
定
の
高
さ
に

す
る
た
め
の
水
量
調
節
用
の
堰
。
船
舶
を
高
低
の
差
の
大
き

な
水
面
に
昇
降
で
き
る
装
置
で
、
船
を
間
室
に
入
れ
そ
の
前

後
に
開
閉
で
き
る
扉
を
有
し
、
一
方
を
開
い
て
、
水
と
共
に

船
を
同
室
に
入
れ
た
後
、
扉
を
閉
じ
、
水
位
を
同
じ
に
し
て

他
方
へ
運
行
さ
せ
る
装
置
。

ポ
ン
プ

径
口
径
、
単
位
は
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

斜
　
斜
流
ポ
ン
プ

渦
　
　
渦
巻
ポ
ン
プ

軸
　
　
軸
流
ポ
ン
プ

Ｈ
　
　
高
さ

Ｑ
　
　
水
量

原
動
機

Ｅ
　
　
エ
ン
ジ
ン

Ｈ
Ｐ
Ｈ
Ｐ
・
Ｐ
Ｓ
馬
力

Ｍ
　
　
モ
―
タ
ー

ｋ
Ｗ
　
　
キ
ロ
ワ
ッ
ト

ｔ
／
ｓ
　
一
秒
間
の
水
量

φ
　
　
直
径
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参
考
文
献

・
河
川
六
法

建
設
省

・
木
曽
川
上
流
改
修
工
事
誌

建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
木
曽
川
上
流
工
事
事
務
所

・
木
曽
川
上
流
五
〇
年
の
歩
み

建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
木
曽
川
上
流
工
事
事
務
所

・
木
曽
三
川
の
治
水
を
語
る
（
昭
和
４

４
年
）

建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
木
曽
川
上
流
工
事
事
務
所

・
岐
阜
県
治
水
史
（
昭
和
２
８
年
）

・
牧
田
川
改
修
計
画
説
明
書

・
西
南
濃
地
域
の
土
地
改
良
の
概
要
と
沿
革

五
―
四
（
昭
和
５
３
年
）

・
大
垣
輪
中
調
査
報
告
書
（
昭
和
６

３
年
）

・
海
津
町
史
（
昭
和
４

５
年
）

・
輪
之
内
町
史
（
昭
和
５

６
年
）

・
南
濃
町
史
（
昭
和
５

７
年
）

・
養
老
町
史
（
昭
和
５

３
年
）

・
の
び
ゆ
く
養
老
町
（
昭
和
５

９
年
）

・
養
老
町
の
文
化
財
５

０
・
５
１
号

岐
阜
県

岐
阜
県

大
垣
土
地
改
良
事
業
所

大
垣
市
教
育
委
員
会

海
津
町

輪
之
内
町

南
濃
町

養
老
町

養
老
町
教
育
委
員
会

養
老
町
文
化
財
保
護
協
会

・
養
老
郡
志
（
大
正
１
４
年
）
　
　
岐
阜
県
地
方
改
良
協
会
養
老
郡
支
会

・
ひ
ら
け
ゆ
く
郷
土
　
（
昭
和
２
９
年
）

・
デ
レ
―
ケ
の
生
涯

養
老
郡
郷
土
史
編
纂
委
員
会

木
曽
三
川
を
分
流
し
た
男
（
平
成
元
年
）

・
濃
州
徇
行
記
（
昭
和
１
２
年
）
大
衆
書
房

・
更
新
世
末
期
以
降
に
お
け
る

濃
尾
平
野
の
地
形
発
達
過
程

地
理
学
評
論
　
五
二
―
四
　
（
昭
和
５
４
年
）

・
輪
中
　
洪
水
と
人
間

そ
の
相
剋
の
歴
史
（
昭
和
５
４
年
）
学
生
社

・
宝
暦
治
水
と
薩
摩
義
士
　
（
昭
和
６
１
年
）
郷
土
出
版
社

・
輪
中
　
そ
の
展
開
と
構
造
（
昭
和
５
０
年
）
古
今
書
院

・
明
治
期
に
お
け
る
輪
中
１
２
（
昭
和
６
１
・
６
２
年
）

・
輪
中
　
そ
の
形
成
と
推
移
（
昭
和
６
３
年
）
大
明
堂

・
木
曽
三
川
低
地
部
（
輪
中
地
域
）
　
の
人
々
の
生
活

地
学
雑
誌
　
九
七
―
二
　
（
昭
和
６
３
年
）

・
木
曽
三
川
～
そ
の
流
域
と
河
川
技
術

中
日
新
聞
社

矢
崎
正
治

海
津
正
倫

伊
藤
安
男
外

伊
藤
信

安
藤
萬
寿
男

安
藤
萬
寿
男

安
藤
萬
寿
男

安
藤
萬
寿
男

安
藤
萬
寿
男
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あ
と
が
き

歴
史
は
、
時
を
経
る
に
つ
れ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
記
憶
の
か
な
た
に
薄
れ
て
い
く
も
の
で
す
。

私
た
ち
の
養
老
町
の
祖
先
た
ち
が
、
何
千
年
の
遠
い
昔
か
ら
、
各
世
代
を
引
き
継
い
で
、
今
日
の
繁
栄
を

築
き
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
、
そ
の
苦
闘
の
歴
史
を
認
識
し
、
今
一
度
感
謝
の
念
を
深
め
、
さ
ら
に
後
世
に
伝

え
る
た
め
こ
の
読
本
を
編
集
・
作
成
い
た
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
調
査
・
研
究
不
足
の
点
も
多
く
、
読
者

の
方
に
は
満
足
い
く
読
本
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
。
」
と
申
し
ま
す
。
こ
の
読
本
を
お
読
み
に
な
っ
て
、
郷
土
の
治
水

を
一
層
深
く
見
直
す
機
会
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
。

な
お
、
誠
に
勝
手
な
が
ら
、
本
文
中
の
資
料
・
参
考
文
献
等
の
所
有
者
・
著
者
名
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て

敬
称
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

養
老
町
教
育
委
員
会

監
修

安
藤
萬
寿
男

編
集
　
（
順
不
同
）

安
福
彦
七

田
中
育
次

藤

田

信

誠

種
田
丹
治

水
谷
達
彦



平
成
三
年
三
月
発
行

郷
土
の
治
水
　
―
養
老
町
―

発
行
　
養
老
町
教
育
委
員
会

電
話
　
（
○
五
八
四
）
　
三
二
―
二
○
○

印
刷
　
田
中
印
刷
興
業
株
式
会
社

電
話
　
（
○
五
八
四
）
　
八
一
―
九
二
一


