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〈
大
房
と
大
林
〉

大
房
（
現
在
の
北
越
谷
周
辺
）
や
大

林
は
、
元
荒
川
が
曲
流
す
る
辺
り
に
位

置
し
て
い
る
地
で
、
袋
山
な
ど
と
と
も

に
自
然
堤
防
の
よ
く
発
達
し
た
地
域
で

す
。
そ
の
多
く
が
畑
地
で
し
た
が
、
特
に

桃
や
梅
の
名
所
と
し
て
有
名
な
所
で
、

歌
川
広
重
の
絵
に
も
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
う
ち
大
房
の
真
言
宗
浄
光
寺

の
境
内
に
は
、
古
梅
園
と
い
う
観
光
の

た
め
の
庭
園
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
は
、

俳
人
の
高
浜
虚
子
が
こ
こ
に
来
て
俳
句

を
詠
ん
で
い
ま
す
。
越
谷
梅
林
公
園
や

浄
光
寺
を
除
い
て
は
、
梅
は
す
っ
か
り

な
く
な
り
ま
し
た
が
、
元
荒
川
堤
に
は

桜
が
植
え
ら
れ
、
桜
の
名
所
に
な
っ
て

い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
大
房
の
地
名
で
す
が
、
大

房
の
「
フ
サ
」
は
笹
と
か
萱
が
た
く
さ

ん
生
え
て
い
る
場
所
を
指
す
と
い
わ
れ

ま
す
の
で
、
古
い
こ
ろ
こ
の
地
に
は
笹

や
萱
が
ふ
さ
ふ
さ
と
生
い
茂
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
海
道

内う
ち

・
沼
田
・
沼
向
な
ど
の
小
字
が
み
ら

れ
ま
す
。
海
道
内
は
も
ち
ろ
ん
日
光
街

道
が
そ
こ
を
通
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
付

け
ら
れ
た
名
で
す
。

大
林
の
地
名
は
、
詳
し
い
こ
と
は
不

明
で
す
が
、
今
で
も
松
の
木
な
ど
の
樹

木
が
自
然
の
ま
ま
に
生
い
茂
っ
て
い
る

所
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
こ
こ
は
、
明

治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
開
設
し

た
宮
内
省
（
現
在
の
宮
内
庁
）
の
埼
玉

鴨
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
小
字
に
は
海

道
西
・
海
道
東
と
い
っ
た
名
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
日
光
街
道
を
中
心
に
そ

の
西
の
方
、
東
の
方
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
。

〈
大
竹
・
大
道
・
三
野
宮
〉

大
竹
・
大
道
・
三
野
宮
は
、
同
じ
く

元
荒
川
に
沿
っ
た
村
々
で
、
江
戸
時
代

は
岩
槻
藩
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

う
ち
大
竹
の
地
名
は
、
お
そ
ら
く
も
う

そ
う
竹
の
よ
う
な
大
竹
が
茂
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ

う
。
こ
こ
に
は
堀
内
な
ど
の
小
字
が
あ

り
ま
す
。
堀
内
は
、
古
い
時
代
、
構
堀

と
い
っ
て
堀
を
巡
ら
せ
た
豪
族
な
ど
の

屋
敷
内
を
、
堀
の
内
と
呼
び
ま
し
た
の

で
、
昔
こ
こ
に
豪
族
が
住
ん
で
い
た
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

大
竹
の
隣
は
大
道
で
す
。
こ
の
大
道

の
地
名
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が

古
い
こ
ろ
立
派
な
街
道
が
こ
こ
を
通
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

三
野
宮
の
地
名
も
は
っ
き
り
し
ま
せ

ん
。
古
い
時
代
、
武
蔵
国
と
か
下
総
国

な
ど
の
国
の
国
司
（
長
官
）
に
任
命
さ

れ
た
人
は
、
ま
ず
、
主
な
神
社
に
参
拝

す
る
の
が
し
き
た
り
で
し
た
。
こ
の
国

司
が
参
拝
す
る
順
序
で
一
の
宮
・
二
の

宮
と
呼
ば
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
は
国

司
が
参
拝
す
る
よ
う
な
大
き
な
神
社
は

見
当
た
り
ま
せ
ん
。
一
説
に
よ
る
と
元

仁
元
年
（
一
二
二
四
）、
源
頼
朝
の
妻

の
政
子
が
、
こ
の
地
に
稲
荷
山
一
乗
院

と
い
う
寺
を
建
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
後
、
応
永
十
一
年
（
一
四

〇
四
）
に
、
時
の
将
軍
足
利
義
満
の
三

男
で
あ
る
三
の
宮
が
な
く
な
り
ま
し

た
。
そ
の
と
き
三
の
宮
稲
荷
大
明
神
を

こ
こ
に
祭
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
を

三
の
宮
と
呼
ん
だ
と
い
わ
れ
て
ま
す
。

な
お
、
一
乗
院
に
は
、
徳
川
家
康
の

別
荘
で
あ
っ
た
神
奈
川
御
殿
の
建
具
の

一
部
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
地
か
ら
は
日
本
一

の
力
持
ち
と
い
わ
れ
た
三
ノ
宮
卯
之
助

と
い
う
人
物
が
輩
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
川
に
沿
っ
た
地
は
自
然
堤
防
が
著
し

く
発
達
し
た
所
で
す
。
こ
と
に
小
林
村

の
鎮
守
で
あ
る
香
取
神
社
か
ら
、
真
言

宗
東
福
寺
に
か
け
て
は
小
山
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
砂
丘
を
形
づ
く
っ
て
い
ま
し

た
。
今
は
区
画
整
理
で
山
が
平
に
な
ら

さ
れ
た
た
め
、
砂
丘
の
面
影
は
わ
ず
か

に
し
か
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

大
袋
地
区

〈
大
袋
村
〉

大
袋
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）、
恩
間
・
大
竹
・
大
道
・
三
野

宮
・
大
林
・
大
房
・
袋
山
そ
れ
に
恩
間

新
田
村
の
八
カ
村
が
合
併
し
て
で
き
た

旧
村
で
す
。
こ
の
村
名
は
大
竹
・
大

道
・
大
林
な
ど
の
「
大
」
と
袋
山
の

「
袋
」
を
重
ね
た
も
の
で
す
。
こ
の
う

ち
恩
間
新
田
は
、
江
戸
時
代
は
恩
間
村

の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治

四
年
（
一
八
七
一
）
に
恩
間
村
か
ら
分

離
し
て
独
立
し
た
村
で
す
。
ま
た
、
袋

山
は
、
も
と
も
と
荻
島
と
地
続
き
の
地

で
元
荒
川
の
西
岸
に
位
置
し
、
武
蔵
国

埼
玉
郡
越
ヶ
谷
領
の
中
の
一
村
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）

に
、
大
竹
地
先
か
ら
荻
島
を
分
断
し
て

つ
く
ら
れ
た
新
川
が
掘
ら
れ
た
た
め
、

元
荒
川
の
東
岸
に
位
置
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
恩
間
村
な
ど

は
、
昔
は
下
総
国

飾
郡
下
河
辺
庄

で
し
た
が
、
そ
の
後
武
蔵
国
埼
玉
郡
に

入
っ
た
所
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
元
荒
川

の
付
け
替
え
で
、
荻
島
村
の
一
部
が
川

の
東
岸
に
な
っ
た
所
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
新
川
に
よ
っ
て
荻
島
か
ら
孤
立
し
た

集
落
は
、
〆
切
り
の
地
と
も
呼
ば
れ
ま

し
た
。
本
村
と
の
交
通
上
、
新
川
に
架

け
ら
れ
た
橋
も
〆
切
り
橋
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
〆
切
り
と
は
川
の
付
け
替

え
で
、
も
と
も
と
流
れ
て
い
た
川
筋
が

〆
切
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
す
。

〈
袋
山
と
恩
間
〉

袋
山
の
地
名
は
、
元
荒
川
が
袋
の
よ

う
な
形
で
こ
の
地
を
囲
む
よ
う
に
流
れ

て
い
た
こ
と
と
こ
の
地
に
積
み
重
ね
ら

れ
た
川
砂
が
山
の
よ
う
に
高
く
な
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
袋
の
山
と
呼
ば
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
袋
山
は
、

新
田
に
開
発
さ
れ
た
元
荒
川
の
古
川
を

除
い
て
は
、
す
べ
て
畑
地
で
、
桃
や
梅

の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

恩
間
は
、
も
と
も
と
袋
山
と
は
元
荒

川
を
隔
て
た
対
岸
の
地
で
し
た
が
、
今

は
地
続
き
の
地
で
す
。
恩
間
は
、
古
く

は
「
忍
間
」
と
も
書
か
れ
「
お
ま
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
地
名
は
、

荒
川
（
元
荒
川
）
が
押
し
回
し
て
い
る

地
と
い
う
こ
と
で
「
お
し
ま
」
と
い
わ

れ
ま
し
た
が
、
い
つ
か
「
お
ん
ま
」
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
地
は

古
く
か
ら
開
け
た
地
で
、
鎌
倉
時
代
の

金
沢
称
名
寺
文
書
の
中
に
「
新
方
の
う

ち
お
ま
」
の
名
が
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
地
に
は
、
江
戸
時
代
の
国
学
者

渡
辺
荒
陽
や
村
田
春
海
の
養
女
に
な
っ

た
歌
人
の
村
田
多
勢
子
な
ど
が
出
て
い

る
旧
家
渡
辺
家
が
あ
り
ま
す
。
恩
間
新

田
は
、
こ
の
渡
辺
家
の
祖
先
が
開
発
し

た
地
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
恩

間
は
江
戸
時
代
に
は
岩
槻
藩
に
属
し
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
村
の
中
ほ
ど
に
天

神
池
と
呼
ば
れ
る
八
反
歩
（
約
八
〇
ア

ー
ル
）
ほ
ど
の
池
が
あ
り
、
毎
年
領
主

か
ら
こ
の
池
の
魚
を
と
る
こ
と
を
命
じ

ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
池

も
今
は
埋
め
た
て
ら
れ
て
そ
の
面
影
は

残
し
て
い
ま
せ
ん
。

元荒川に架かる〆切橋（南荻島）

越 ヶ 谷 古 梅 園

か
い
ど
う

ぬ
ま
む
か
い
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あ
る
い
は
岸
を
指
す
言
葉
で
す
が
、
こ

こ
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
あ
た
っ
て
い
ま

せ
ん
。

西
新
井
は
、
荻
島
の
西
隣
に
あ
た
り

ま
す
。
西
新
井
の
「
ア
ラ
イ
」
は
新
し

い
開
発
地
の
集
落
を
指
す
と
い
わ
れ
ま

す
の
で
、
元
荒
川
の
西
に
あ
た
る
開
墾

地
の
里
と
い
う
こ
と
で
名
付
け
ら
れ
た

と
み
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は
堀
の
内
・

立
野
な
ど
の
小
字
が
あ
り
ま
す
。
堀
の

内
は
前
に
も
述
べ
た
通
り
豪
族
な
ど
の

屋
敷
が
あ
っ
た
所
を
指
し
ま
す
の
で
、

こ
こ
に
も
豪
族
の
よ
う
な
人
が
住
ん
で

い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

長
島
は
、
古
い
こ
ろ
の
綾
瀬
川
の
河

道
跡
に
沿
っ
た
所
で
、
細
長
い
集
落
を

な
し
て
い
た
こ
と
か
ら
細
長
い
耕
地
、

す
な
わ
ち
長
島
と
呼
ん
だ
の
で
し
ょ

う
。
こ
こ
は
も
と
西
新
井
村
の
新
田
地

で
、
西
新
井
新
田
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
が
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
、

西
新
井
村
か
ら
独
立
し
て
一
村
を
つ
く

っ
た
所
で
す
。
こ
こ
に
は
寺
浦
・
中
通

な
ど
の
小
字
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う

ち
寺
浦
の
「
ウ
ラ
」
は
、
北
東
の
方
角

を
指
す
言
葉
だ
と
い
わ
れ
、「
テ
ラ
」

は
平
な
地
と
も
い
わ
れ
ま
す
の
で
、
長

島
の
中
で
も
北
東
に
あ
た
る
平
な
所
と

も
み
ら
れ
ま
す
。

出
羽
地
区

〈
出
羽
村
〉

出
羽
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）
に
、
大
間
野
・
七
左
衛
門
・
越

巻
・
谷
中
・
神
明
下
・
四
町
野
の
六
カ

村
が
合
併
し
て
で
き
た
村
で
す
。
こ
の

村
名
は
、
そ
の
昔
、
越
ヶ
谷
郷
の
豪
族

会
田
出
羽
が
、
当
時
一
面
の
沼
沢
地
で

あ
っ
た
綾
瀬
川
べ
り
の
地
を
開
発
す
る

た
め
、
排
水
用
の
堀
を
掘
り
ま
し
た
。

人
々
は
、
こ
の
堀
を
出
羽
堀
と
呼
び
ま

し
た
。
そ
し
て
出
羽
堀
を
掘
っ
て
こ
の

地
域
の
開
発
の
も
と
を
つ
く
っ
た
会
田

出
羽
を
た
た
え
、
そ
の
名
を
と
っ
て
出

羽
村
と
し
た
も
の
で
す
。

江
戸
時
代
は
、
武
蔵
国
埼
玉
郡
越
ヶ

谷
郷
の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
う
ち
早
く
か
ら
開
け
て
い
た
元
荒
川

べ
り
の
四
町
野
や
神
明
下
を
除
い
て

は
、
元
和
か
ら
寛
永
年
間
（
一
六
一
五

〜
四
四
）
に
か
け
て
、
神
明
下
村
の
地

方
代
官
会
田
七
左
衛
門
政
重
に
よ
っ
て

開
発
さ
れ
た
所
で
す
。
当
時
は
槐
戸
新

田で
ん

、
あ
る
い
は
七
左
新
田
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
が
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）

に
、
谷
中
・
越
巻
・
七
左
衛
門
・
大
間

野
の
四
カ
村
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。
槐

戸
と
い
う
地
名
は
、
槐
の
木
が
自
生
し

て
い
る
川
の
ほ
と
り
の
地
と
い
う
こ
と

か
ら
付
け
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
な

お
、
こ
の
地
の
開
発
者
会
田
七
左
衛
門

政
重
は
、会
田
出
羽
の
養
子
と
い
わ
れ
、

の
ち
神
明
下
村
に
分
家
し
ま
し
た
が
、

関
東
代
官
伊
奈
半
十
郎
忠
治
の
家
臣
と

し
て
た
い
へ
ん
活
躍
し
た
人
物
で
す
。

〈
四
丁
野
・
神
明
下
・
谷
中
〉

四
丁
野
は
四
町
野
と
も
表
記
さ
れ
、

条
里
制
の
遺
名
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、

四
町
歩
ほ
ど
の
耕
地
で
あ
っ
た
か
ら
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
越
ヶ
谷
の
久
伊

豆
神
社
や
越
ヶ
谷
中
町
の
浅
間
神
社
な

ど
も
、
も
と
は
四
町
野
の
中
に
あ
っ
た

も
の
で
す
。
ま
た
、
越
ヶ
谷
本
町
の
市

神
（
市
場
の
神
様
）
神
明
社
も
、
江
戸

時
代
の
は
じ
め
四
町
野
の
神
明
社
を
移

し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
は
押
切
・
御
縄
先
・
神
明
な
ど
の
小

字
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
御
縄
先

の
御
縄
と
は
、
検
地
（
土
地
の
検
査
）

の
こ
と
を
指
し
た
も
の
で
、縄
先
と
は
、

は
じ
め
に
検
地
を
受
け
た
場
所
で
す
。

ま
た
、
押
切
は
、
元
荒
川
の
堤
防
が
大

水
で
切
れ
た
所
を
い
い
ま
し
た
。
神
明

は
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
神
明
社
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
地
名
で
す
。

荻
島
地
区

〈
荻
島
村
〉

荻
島
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）
に
、
野
島
・
長
島
・
南
荻
島
・

北
後
谷
・
西
新
井
・
砂
原
・
小
曽
川
の

七
カ
村
が
合
併
し
て
で
き
た
旧
村
で

す
。
こ
の
と
き
の
村
名
は
、
合
併
村
の

う
ち
一
番
大
き
く
て
中
心
的
な
村
で
あ

っ
た
南
荻
島
の
南
を
除
い
て
付
け
ら
れ

た
も
の
で
す
。
こ
の
南
荻
島
や
北
後
谷

の
南
や
北
は
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七

九
）
の
郡
制
施
行
の
と
き
付
け
ら
れ
た

も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
村
の
う
ち
野

島
・
小
曽
川
・
砂
原
そ
れ
に
荻
島
の
一

部
は
元
荒
川
に
沿
っ
た
地
で
、
長
島
は

古
い
こ
ろ
の
綾
瀬
川
沿
い
の
地
、
西
新

井
や
後
谷
は
、
荒
川
（
元
荒
川
）
が
、

も
と
も
と
綾
瀬
川
に
乱
流
し
て
い
た
こ

ろ
の
河
道
沿
い
に
連
な
る
村
で
す
。
古

く
は
武
蔵
国
埼
玉
郡
越
ヶ
谷
郷
の
中
に

含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

〈
野
島
・
小
曽
川

砂
原
・
北
後
谷
〉

野
島
の
「
シ
マ
」
は
、
水
に
囲
ま
れ

た
島
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
耕
地
を
指

す
そ
う
で
す
の
で
、
野
の
中
の
耕
地
と

い
う
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
地
名
の
よ
う

で
す
。
こ
の
地
に
は
貞
観
二
年
（
八
六

〇
）
と
い
う
古
い
こ
ろ
の
創
立
を
伝
え

る
、
野
島
山
浄
山
寺
と
い
う
曹
洞
宗
の

寺
院
（
も
と
は
天
台
宗
）
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
「
野
島
の
地
蔵
さ
ま
」

と
し
て
有
名
で
、
た
く
さ
ん
の
参
拝
者

が
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
小
字
に
は
川
端

な
ど
の
名
が
あ
り
ま
す
。

野
島
の
隣
に
あ
た
る
小
曽
川
は
、
同

じ
く
元
荒
川
べ
り
の
地
で
す
。
小
曽
川

の
「
ソ
」
は
石
や
砂
と
い
う
意
味
が
あ

る
そ
う
で
す
。
ま
た
「
カ
ワ
」
は
側
、

す
な
わ
ち
そ
ば
と
も
解
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
砂
地
の
そ
ば
の
地
、
と
い
う
こ

と
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
と
み
ら
れ
ま

す
。
こ
こ
に
は
前
原
・
沖
田
な
ど
の
小

字
が
あ
り
ま
す
。

砂
原
も
小
曽
川
と
同
じ
く
砂
地
の
地

か
ら
砂
原
と
呼
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
こ
に
は
沼
ノ
方
と
い
う
小
字
も
あ
り

ま
す
の
で
沼
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い

ま
す
。

後
谷
は
、
元
荒
川
と
綾
瀬
川
の
中
間

に
あ
た
る
地
で
す
。
古
い
時
代
、
荒
川

（
元
荒
川
）
が
荻
島
か
ら
西
新
井
を
通

っ
て
綾
瀬
川
へ
流
れ
て
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
古
い
流
れ
に
沿
っ
た

自
然
堤
防
上
に
、
後
谷
や
西
新
井
の
集

落
が
連
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
前
後
は

水
田
に
適
し
た
一
面
の
湿
地
で
し
た
。

こ
と
に
後
谷
の
後
方
は
一
面
の
湿
地
、

つ
ま
り
「
谷
」
で
あ
っ
た
の
で
こ
の
地

名
が
付
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ

に
は
、
外
谷
・
内
谷
な
ど
谷
の
つ
く
耕

地
名
が
多
い
こ
と
か
ら
、
全
体
に
低
い

地
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
れ
ま
す
。

〈
南
荻
島
・
西
新
井
・
長
島
〉

荻
島
の
地
名
は
、
荻
島
の
「
シ
マ
」

が
耕
地
を
指
す
と
い
わ
れ
ま
す
の
で
、

元
荒
川
べ
り
の
荻
（
水
辺
に
生
え
る
芦

の
一
種
、
す
す
き
に
似
た
花
を
つ
け
ま

す
）
の
茂
っ
た
所
の
耕
地
と
も
解
さ
れ

ま
す
。

出
津
と
い
う
小
字
は
、
現
在
、
文
教

大
学
や
住
宅
地
に
な
っ
て
い
る
所
で

す
。こ
こ
は
元
荒
川
が
屈
曲
し
た
所
で
、

も
と
は
一
面
の
河
原
、
す
な
わ
ち
遊
水

池
で
し
た
。
遊
水
池
と
は
大
雨
な
ど
で

川
の
水
が
増
え
た
と
き
、
こ
こ
に
水
を

た
め
て
流
れ
を
緩
や
か
に
す
る
所
で

す
。
現
在
、
出
津
と
書
か
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
地
形
か
ら
み
て
川
洲
が
出
っ

張
っ
た
所
で
あ
り
、
出
洲
が
出
津
と
書

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
ま

す
。ち
な
み
に
津
と
は
渡
し
場
と
か
港
、

浄 　 山 　 寺
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き
た
う
し
ろ
や

こ
し

ま
き

さ
い
か
ち
ど
し
ん
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〈
瓦
曽
根
・
登
戸
〉

瓦
曽
根
は
、川
原
曽
根
と
も
書
か
れ
、

元
荒
川
の
河
原
に
あ
た
る
砂
地
の
地
か

ら
起
こ
っ
た
名
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
い
つ
し
か
瓦
の
字
が
あ
て
ら
れ

た
よ
う
で
す
。
こ
の
瓦
曽
根
の
元
荒
川

に
は
堰
が
設
け
ら
れ
、
用
水
に
使
わ
れ

る
水
が
た
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
水

が
堰
止
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
溜
井
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
瓦
曽
根
溜
井
か
ら

は
、
八
条
用
水
・
東
京

西
用
水
・
谷

古
田
用
水
・
四
ヶ
村

し

か

む

ら

用
水
、
そ
の
ほ
か

江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
に
は
本
所
上
水
と

い
っ
て
本
所
・
深
川
の
人
々
に
飲
料
水

を
送
る
水
道
が
引
か
れ
た
こ
と
も
あ
る

重
要
な
溜
井
で
し
た
。

登
戸
は
「
ノ
ボ
ッ
ト
」
と
も
呼
ば
れ
、

川
を
渡
る
所
を
指
す
と
も
い
わ
れ
ま
す

の
で
、
古
い
時
代
、
こ
こ
に
川
が
流
れ

て
い
た
か
、
大
き
な
池
や
沼
が
あ
っ
た

と
も
み
ら
れ
ま
す
。
一
説
に
よ
る
と
、

登
戸
は
越
ヶ
谷
か
ら
江
戸
へ
登
る
戸
口

か
ら
起
こ
っ
た
地
名
で
、
戸
は
里
の
こ

と
だ
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
街
道
・
塚
田
・
鎌
田
な
ど
の

小
字
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
街
道

は
日
光
街
道
の
通
じ
て
い
る
所
、
鎌
田

は
釜
の
底
の
よ
う
に
深
い
田
、
す
な
わ

ち
く
ぼ
ん
だ
田
、
塚
田
は
、
田
の
中
に

塚
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に

呼
ば
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

〈
蒲
生
〉

蒲
生
は
、
古
綾
瀬
川
（
も
と
の
綾
瀬

川
の
主
流
）
に
面
し
た
所
で
、
水
草
の

蒲
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
地
と
い
う

こ
と
で
付
け
ら
れ
た
地
名
と
み
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
一
説
に
は
、
古
い
時
代

戸
塚
村
（
現
在
の
川
口
市
）
に
あ
っ
た

慈
輪
山
と
い
う
寺
の
領
地
が
美
濃
国

（
現
在
の
岐
阜
県
）
蒲
生
郡
の
な
か
に

あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
寺
の
領
地
が
、

こ
の
地
と
交
換
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と

き
慈
輪
山
で
は
、
も
と
の
領
地
の
名
を

と
っ
て
、
こ
の
地
を
蒲
生
と
名
付
け
た

と
も
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か
蒲
生
は

加
茂
と
も
呼
ん
で
い
ま
し
た
。「
カ
モ
」

と
は
蒲
の
生
え
て
い
る
水
辺
の
こ
と
と

い
わ
れ
ま
す
の
で
、
加
茂
も
蒲
生
も
同

じ
意
味
で
あ
る
よ
う
で
す
。

こ
こ
に
は
八
幡
・
明
徳
・
打
分
・
下

茶
屋
・
上
茶
屋
・
奉
行
地
な
ど
の
小
字

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
八
幡
は
こ
こ

に
八
幡
神
社
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
起
こ

っ
た
名
と
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
明
徳

は
現
在
「
め
い
と
く
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
が
、
お
そ
ら
く
、
も
と
は
「
ア
ケ
ト
」

と
呼
ん
で
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
ア
ケ

ト
と
は
「
ア
ク
ト
」、
つ
ま
り
土
砂
が

流
れ
こ
ん
で
で
き
た
土
地
と
も
い
い
ま

す
の
で
、
こ
の
地
は
も
と
低
い
所
で
、

周
囲
か
ら
土
砂
が
流
れ
込
ん
で
で
き
た

場
所
と
も
み
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
上
茶
屋
・
下
茶
屋
と
い
う
所

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
こ
こ
に
お
茶

屋
が
あ
っ
た
の
で
付
け
ら
れ
た
地
名
で

す
。
こ
こ
は
、
越
ヶ
谷
宿
と
草
加
宿
の

中
間
に
あ
た
る
日
光
街
道
沿
い
の
地

で
、
旅
人
が
一
休
み
す
る
た
め
の
お
茶

屋
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
所
を
「
立
場
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
奉
行
地
と
い
う
小
字
は
、
お
そ

ら
く
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
、

土
地
の
争
い
か
ら
一
村
検
地
（
一
つ
の

村
の
土
地
の
検
査
）
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
こ
の
と
き
検
地
奉
行
が
こ
こ
に
奉

行
の
出
張
所
を
置
い
た
の
で
、
そ
れ
か

ら
奉
行
地
と
呼
ば
れ
た
と
み
ら
れ
ま

す
。
打
分
も
そ
の
と
き
の
検
地
で
、
土

地
が
分
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
打
分
と
呼

ん
だ
の
で
し
ょ
う
。

大
相
模
地
区

〈
大
相
模
村
〉

大
相
模
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一

八
八
九
）、
西
方
、
東
方
、
見
田
方
・

南
百

な
ん
ど

・
別
府
・
四
条
・
千
疋

せ
ん
び
き

の
七
カ
村

が
合
併
し
て
で
き
た
村
で
す
。
新
村
名

は
、
古
い
時
代
、
西
方
・
東
方
・
見
田

方
な
ど
の
地
域
が
大
相
模
郷
と
呼
ば
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の

で
す
。
こ
の
大
相
模
の
地
名
は
、
西
方

（
現
在
の
相
模
町
）
の
大
聖
寺
（
大
相

模
の
不
動
尊
）
の
寺
伝
に
よ
る
と
、
天

平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
に
、
良
弁
と

い
う
高
僧
が
相
模
国
（
現
在
の
神
奈
川

県
）
の
大
山
で
、
一
本
の
欅
の
木
か
ら

二
体
の
不
動
尊
を
刻
み
ま
し
た
。
そ
の

う
ち
元
の
木
で
彫
ら
れ
た
不
動
尊
が
、

こ
の
地
に
祭
ら
れ
た
の
で
大
の
相
模
と

神
明
下
は
、
神
明
社
が
祭
ら
れ
て
い

る
そ
の
下
の
地
と
い
う
こ
と
か
ら
名
付

け
ら
れ
た
村
名
と
い
わ
れ
、
会
田
七
左

衛
門
家
代
々
の
墓
所
も
あ
り
ま
す
。

谷
中
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に

四
町
野
村
か
ら
分
村
し
た
村
で
、
こ
こ

も
会
田
七
左
衛
門
政
重
に
よ
る
開
発
地

で
す
。
こ
の
中
に
中
西
・
寅
沖
・
大
作

お
お
さ
く

な
ど
の
小
字
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち

寅
沖
の
「
オ
キ
」
は
こ
の
場
合
、
起
の

当
て
字
で
、
寅
の
年
に
開
発
さ
れ
た
所

と
み
ら
れ
ま
す
。

〈
七
左
衛
門
・
越
巻
・
大
間
野
〉

七
左
衛
門
（
現
在
の
七
左
町
）
は
、

こ
の
地
の
開
発
者
会
田
七
左
衛
門
政
重

の
名
を
と
っ
て
付
け
ら
れ
た
村
名
で

す
。
会
田
七
左
衛
門
政
重
は
、
七
左
衛

門
村
に
真
言
宗
の
観
照
院
な
ど
を
建
て

た
ほ
か
、
越
巻
村
（
現
在
の
新
川
町
）

に
真
言
宗
の
満
蔵
院
、
神
明
下
村
に
真

言
宗
政
重
院
な
ど
を
建
て
て
い
ま
す
。

さ
て
、
七
左
衛
門
に
は
上
・
中
・
下
・

屋
敷
前
・
屋
敷
裏
・
屋
敷
内
な
ど
と
い

う
小
字
が
あ
り
ま
す
。
屋
敷
前
と
か
屋

敷
裏
と
い
う
小
字
は
特
定
の
人
の
屋
敷

を
中
心
と
し
た
呼
び
方
で
す
。こ
こ
は
、

こ
の
地
域
を
開
発
す
る
と
き
設
け
ら
れ

た
陣
屋
（
役
所
の
出
張
所
）
の
あ
っ
た

所
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
の
ち
に
名
主
の

屋
敷
地
に
な
っ
た
の
で
、
屋
敷
と
呼
ば

れ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
七
左
衛
門

村
は
、
も
と
も
と
沼
沢
地
で
あ
っ
た
だ

け
に
内
沼
・
細
沼
・
大
沼
な
ど
沼
に
ち

な
ん
だ
小
字
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

七
左
衛
門
の
西
隣
が
綾
瀬
川
に
面
し

た
越
巻
（
現
在
の
新
川
町
）
の
地
で
す
。

地
名
は
、
越
巻
の
「
コ
シ
」
が
山
な
ど

の
ふ
も
と
と
か
そ
の
そ
ば
と
か
を
指

し
、「
マ
キ
」
は
人
家
の
集
ま
っ
た
所

と
い
わ
れ
ま
す
の
で
、綾
瀬
川
の
対
岸
、

鳩
ヶ
谷
か
ら
戸
塚
、
大
門
に
連
な
る
台

地
の
ふ
も
と
の
集
落
か
ら
付
け
ら
れ
た

名
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
現
在
、
越

巻
は
、
新
川
町
と
改
名
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
新
川
と
呼
ば
れ
る
末
田
大

用
水
路
が
こ
こ
を
流
れ
て
い
る
こ
と
で

付
け
ら
れ
た
名
で
す
。

大
間
野
は
、
綾
瀬
川
に
沿
っ
た
地
で

す
。
そ
の
地
名
は
、
大
き
な
耕
地
の
間

に
あ
る
集
落
と
い
う
こ
と
か
ら
付
け
ら

れ
た
名
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は

川
東
・
川
西
と
い
う
小
字
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
川
と
は
大
間
野
を
二
分
し
た

新
川
（
末
田
大
用
水
路
）
を
指
し
た
も

の
で
す
。

蒲
生
地
区

〈
蒲
生
村
〉

蒲
生
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）
に
、
蒲
生
・
登
戸
・
瓦
曽
根
の
三

カ
村
が
合
併
し
て
で
き
た
村
で
、
こ
の

村
名
は
、
旧
蒲
生
村
が
三
村
の
う
ち
で

も
っ
と
も
大
き
く
て
中
心
的
な
村
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
蒲
生
村
を
新
村
名
に
し

た
も
の
で
す
。
古
く
は
武
蔵
国
崎
西
郡

越
ヶ
谷
郷
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、

江
戸
時
代
に
は
武
蔵
国
埼
玉
郡
八
条
領

の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
地
域
は
、
市
内
で
も
南
西
に
あ
た

る
地
で
、
こ
の
中
ほ
ど
を
南
北
に
日
光

街
道
が
通
じ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
う
ち

瓦
曽
根
は
元
荒
川
沿
い
、
登
戸
は
谷
古

田
用
水
路
沿
い
、
蒲
生
は
綾
瀬
川
と
古

綾
瀬
川
沿
い
に
あ
た
っ
て
い
る
地
で

す
。
古
綾
瀬
川
と
は
、
蒲
生
の
南
端
の

藤
助
河
岸
か
ら
東
に
向
か
っ
て
流
れ
て

い
た
、
も
と
の
綾
瀬
川
の
流
路
で
す
。

今
は
川
柳
の
伊
原
新
田
に
、
そ
の
流
れ
の

面
影
を
少
し
と
ど
め
て
い
る
だ
け
で
す
。藤助河岸跡に復元された小屋

う
ち
わ
け

か
わ
と
う

か
わ
に
し
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呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま

す
。
古
い
こ
ろ
は
、
西
方
村
な
ど
が
武

蔵
国
崎
西
郡
（
埼
玉
郡
）
大
相
模
郷
、

そ
れ
に
千
疋
・
別
府
な
ど
が
崎
西
郡
八

条
郷
の
中
に
あ
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時

代
に
は
武
蔵
国
埼
玉
郡
八
条
領
に
属
し

て
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
地
も
元
荒
川

や
そ
の
下
流
中
川
に
沿
っ
た
地
域
に
あ

た
り
ま
す
。

〈
西
方
・
東
方
・
見
田
方
〉

西
方
は
、
大
相
模
郷
の
う
ち
西
の
方

に
あ
た
る
地
と
い
う
こ
と
で
、
西
方
と

名
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
地
に

は
古
い
創
建
を
伝
え
る
大
相
模
の
不
動

尊
や
大
き
な
勢
力
を
も
っ
て
い
た
と
い

わ
れ
る
山
王
社
（
現
在
の
日
枝
神
社
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
に
は

藤
塚
・
番
場
・
馬
場
野

ば

ば

の

な
ど
の
小
字
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
藤
塚
と
い
う
地

名
は
、
藤
塚
の
藤
が
「
ト
ウ
」
か
ら
き

た
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
ト

ウ
」は
湿
地
を
表
す
と
い
い
ま
す
の
で
、

湿
地
の
中
に
塚
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
藤

塚
と
呼
ば
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
馬
場
野
の
近
く
に
番
場
と
い

う
地
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
い
こ
ろ
こ

の
辺
り
に
、
土
豪
の
よ
う
な
武
士
が
住

ん
で
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

東
方
（
現
在
の
大
成
町
ほ
か
）
は
、

大
相
模
郷
の
東
に
あ
た
る
地
か
ら
名
付

け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
地
に

は
武
蔵
七
党
と
呼
ば
れ
た
、
七
つ
の
武

士
団
の
う
ち
、
野
与
党
に
属
し
た
大
相

模
次
郎
能
高
が
住
ん
で
い
た
と
い
わ

れ
、
古
く
か
ら
開
け
て
い
た
土
地
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
茨
田
な
ど

の
小
字
が
あ
り
ま
す
。
茨
田
の
「
イ
バ

ラ
」
は
荒
地
を
指
す
と
い
わ
れ
ま
す
の

で
、
あ
ま
り
よ
く
な
い
田
ん
ぼ
を
指
す

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

見
田
方
は
、「
ミ
タ
」
と
い
う
の
が

本
田
を
指
す
と
い
わ
れ
ま
す
の
で
大
相

模
郷
の
中
で
も
本
田
が
あ
っ
た
方
と
い

う
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
は
、

見
田
方
を
は
じ
め
東
方
・
南
百
・
別

府
・
四
条
・
千
疋
・
麦
塚
そ
れ
に
柿
ノ

木
（
現
在
の
草
加
市
）
の
八
カ
村
は
忍

藩
（
現
在
の
行
田
市
）
の
飛
地
で
、
柿

ノ
木
領
八
カ
村
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
柿
ノ
木
村
が
こ
の
う
ち
で
一
番
大

き
な
村
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
八

カ
村
を
取
り
締
ま
っ
た
割
役
名
主
は
、

代
々
見
田
方
村
の
宇
田
家
が
勤
め
て
い

ま
し
た
。

ま
た
、
見
田
方
の
地
か
ら
は
、
古
墳

時
代
後
期
の
集
落
と
み
ら
れ
る
住
居
跡

が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
見
田
方
の

地
に
は
、
内
輪
・
辻
・
土
腐

ど

ぶ

・
曽
根
な

ど
の
小
字
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち

土
腐
は
、
水
の
深
い
田
、
曽
根
は
砂
地

の
所
、
辻
は
十
字
路
の
所
、
内
輪
は
半

円
形
の
所
と
い
う
こ
と
か
ら
起
き
た
名

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

〈
南
百
・
四
条
別
府
・
千
疋
〉

南
百
は
、
難
渡
と
も
書
か
れ
、
川
を

渡
る
の
に
難
し
い
所
と
い
う
こ
と
か
ら

付
け
ら
れ
た
名
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
ま

た
、「
ナ
ン
ド
」
の
「
ド
」
は
川
の
合

流
点
を
表
す
と
い
わ
れ
、
大
相
模
の
南

の
方
の
川
の
合
流
し
た
場
所
と
い
う
こ

と
で
名
付
け
ら
れ
た
と
も
み
ら
れ
ま

す
。
事
実
、
こ
こ
は
元
荒
川
と
古
利
根

川
が
合
流
す
る
所
で
、
も
と
は
渡
船
場

で
あ
っ
た
所
で
す
。
こ
こ
に
は
深
田
・

曽
根
・
沖
な
ど
の
小
字
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
深
田
は
、
土
浮
や
土
腐
と
同

じ
く
水
の
深
い
田
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、
南
百
か
ら
吉
川
に
通
じ
る
中

川
に
架
け
ら
れ
た
橋
は
、
現
在
、
吉
川

橋
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
も
と
は

「
ト
ク
エ
バ
シ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
明
治
時
代
の
終
わ
り
ご

ろ
、
吉
川
の
徳
江
と
い
う
人
が
木
橋
を

架
け
て
交
通
の
便
を
は
か
っ
た
の
で
、

こ
の
橋
の
名
を
「
徳
江
」
と
い
う
人
物

の
名
を
と
っ
て
付
け
た
も
の
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
当
時
、
こ
の
橋
を
渡
る
と

き
は
渡
し
賃
を
と
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
の
後
、
昭
和
の
初
め
ご
ろ
こ
の
橋
を

埼
玉
県
が
買
い
取
り
ま
し
た
。
現
在
の

橋
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
架
け

替
え
ら
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

四
条
は
、
条
里
制
の
遺
名
で
は
な
い

か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
待

田
・
根
郷
・
長
島
な
ど
の
小
字
が
み
ら

れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
長
島
は
細
長
い
耕

地
、
根
郷
は
四
条
の
元
に
な
っ
た
集
落

の
地
、
待
田
は
町
田
と
い
っ
て
、
一
囲

い
の
田
か
ら
起
こ
っ
た
名
と
み
ら
れ
て

い
ま
す
。

別
府
は
別
符
と
も
書
か
れ
ま
す
。
古

い
時
代
、
時
の
政
府
か
ら
特
別
に
許
し

を
え
て
開
発
さ
れ
た
地
を
別
符
田
と
呼

び
ま
し
た
が
、
こ
の
別
府
の
地
が
そ
れ

で
あ
る
か
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
す
。

こ
こ
に
は
南
谷
・
北
谷
な
ど
の
小
字
が

あ
り
ま
す
。
市
内
で
も
最
も
南
は
ず
れ

の
千
疋
は
、
千
匹
と
も
書
か
れ
ま
す
。

「
セ
ン
」
は
川
で
「
ヒ
キ
」
は
低
い
と

も
解
さ
れ
、
川
に
沿
っ
た
低
い
土
地
か

ら
起
こ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
に
は
芦
田
・
三
枚
田
・
浮
沼
な
ど
の

小
字
が
み
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
南
百
・

四
条
・
別
府
・
千
疋
の
地
は
、
東
町
何

丁
目
、
そ
れ
に
一
部
は
川
柳
町
何
丁
目

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

川
柳
地
区

〈
川
柳
村
〉

川
柳
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八

八
九
）
に
、
伊
原
・
麦
塚
・
柿
ノ
木
・

青
柳
の
四
カ
村
が
合
併
し
て
で
き
た
村

で
す
。
新
村
名
は
柿
ノ
木
の
「
カ
」
伊

原
の
「
ハ
」
青
柳
の
「
ヤ
」
麦
塚
の

「
ギ
」
を
と
っ
て
「
カ
ハ
ヤ
ギ
」
と
し

た
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
は
「
カ

ワ
ヤ
ナ
ギ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
の

後
、
川
柳
村
は
、
昭
和
三
十
年
（
一
九

五
五
）
八
月
に
草
加
町
と
合
併
し
ま
し

た
が
、
こ
の
川
柳
村
の
う
ち
の
麦
塚
・

伊
原
・
上
谷

う
わ
や

が
同
年
十
一
月
境
界
を
変

更
し
て
越
谷
町
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
地
域
は
、
古
綾
瀬
川
や
東
京

西

用
水
・
八
条
用
水
に
沿
っ
た
所
で
す

が
、
そ
の
昔
、
利
根
川
な
ど
が
乱
流
し

て
い
た
地
で
、
砂
地
の
所
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

〈
麦
塚
・
伊
原
〉

麦
塚
（
現
在
の
川
柳
町
ほ
か
）
は
、

市
内
で
も
南
端
に
あ
り
ま
す
。
地
名
の

起
こ
り
は
砂
地
が
「
ム
キ
」
出
し
に
な

っ
て
い
る
所
に
塚
が
あ
っ
た
た
め
「
ム

キ
ヅ
カ
」
と
い
い
、
そ
れ
が
「
ム
ギ
ヅ

カ
」
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
に
は

樟
子
山
・
蔵
屋
敷
な
ど
の
小
字
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
う
ち
樟
子
山
の
「
シ
ョ
ウ
」

は
小
と
も
と
ら
れ
、
小
さ
い
丘
の
地
か

ら
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
と
み
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
蔵
屋
敷
は
、
こ
こ
に
米
を

貯
え
て
お
く
蔵
が
あ
っ
た
か
ら
と
み
ら

れ
て
い
ま
す
。

伊
原
は
、
伊
原
本
田
と
伊
原
新
田
と

に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
伊
原

新
田
は
古
綾
瀬
川
と
東
京

西
用
水
に

沿
っ
た
地
で
す
。
地
名
は
「
イ
バ
ル
」

す
な
わ
ち
「
威
を
張
る
」
と
い
っ
て
、

新
し
く
開
発
さ
れ
た
土
地
を
自
分
の
土

地
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
か
ら
起
こ

っ
た
名
と
も
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
は
鎌
田
・
大
角
屋
敷
な
ど
の
小
字
が

あ
り
ま
す
。

宇田家長屋門（現在はありません）

「
わ
た
し
た
ち
の
郷
土
こ
し
が
や
」
か
ら

だ
い
か
く
や
し
き
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いつまでも 残したい風景

鎮守のもり

どこの地区でも見られるお寺や鎮守のもり

は、信仰の場であると同時に木陰を作り、子

どもたちの遊び場ともなり、地域のコミュニ

ティの場となっています。

元荒川の桜堤

北越谷の元荒川堤に植えられた桜並木は、

延々２kmにわたり見事な花をつけ、広々とし

た河川敷と一体となり、市街地の中の行楽の

場となっています。

眺望が開け
富士山の見える風景
富士山が見えることは、開けた眺望のシン

ボルであり、以前に比べて少なくはなりまし

たが、富士山や日光連山を遠望できる場所は

市内にまだ残っています。

古利根川の
緑豊かな水辺

市の東べりを流れる古利根川の流域は、比

較的人の手が加わらず、自然堤防上の緑が広

い川面に映り、見る人の心を和ませます。

豊かな水をたたえた
田園風景

青々と広がる水田の間を縦横に流れる大小

の水路と、そこに植えられたハンノキ、点在

する農家などは市を代表する景観の一つです。

越谷アメニティ八景（画・大徳幸雄）昭和57年に市民投票で決定

元荒川と
葛西用水の開けた水辺
元荒川の宮前橋から市役所わきを経て瓦曽

根堰の水門にかけては、 西用水が隣接し、

川辺は釣りを楽しむ人、お弁当を広げる家族

連れなど市民の憩いの場となっています。

久伊豆神社の社叢

参道の長い松並木とフジの花、うっそうと茂

る樹木を背にした朱塗りの社殿、境内に残され

た越谷吾山や平田篤胤の遺跡など歴史的雰囲

気に緑がよく調和し、荘厳な趣があります。

古い家並・宿場の面影

旧日光街道沿いの越ヶ谷や大沢には数は少

なくなりましたが、蔵造りの家や千本格子の

家が見られ、古い宿場の面影を残しています。
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水
と
緑
に
恵
ま
れ
た
越
谷
で
は
身
近
な
と

こ
ろ
に
自
然
が
残
っ
て
い
ま
す
。
四
季
折
々

に
美
し
い
花
が
咲
き
、
訪
れ
る
人
を
優
し
く

迎
え
て
く
れ
ま
す
。目
に
つ
く
梅
や
菜
の
花
、

桜
、
藤
、
ボ
タ
ン
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
ハ
ナ

シ
ョ
ウ
ブ
、
コ
ス
モ
ス
な
ど
だ
け
で
な
く
、

ひ
っ
そ
り
と
咲
い
て
い
る
花
た
ち
、
越
谷
の

地
名
が
付
い
た
コ
シ
ガ
ヤ
ホ
シ
ク
サ
や
キ
タ

ミ
ソ
ウ
な
ど
埼
玉
県
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ

ク
に
絶
滅
危
惧
種
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る

花
た
ち
も
精
い
っ
ぱ
い
花
を
咲
か
せ
て
い
ま

す
。

植
　
物

キタミソウ
埼玉県レッドデータ絶滅危惧IA類
北海道の北見地方で最初に発見されたのでこの名

がついたといわれています。
北方系の植物で日本で見られるのは、越谷市およ

びその周辺と熊本県熊本市だけという珍しい植物で
す。越谷市では、古利根川と元荒川流域で確認され
ていますが、最も多く群生して見られるのは、 西
用水瓦曽根溜井です。10月と3月ごろの2回、直径
2mmほどの白い可憐な花を咲かせます。

コシガヤホシクサ
埼玉県レッドデータ絶滅

越谷市と茨城県下妻市に自生していた小さくかわ

いい水草です。湿地に生育するホシクサ科ホシクサ

属植物で日本固有の単子葉植物です。越谷市では絶

滅危惧種のこの花について富士中学校科学部の生徒

たちが復活させようと栽培に取り組んでいます。

ノウルシ
埼玉県レッドデータ絶滅危惧Ⅱ類
河川敷の泥地などの湿地に生える高さ30cmほど

の多年草です。茎は直立し、葉は互生し、細長い楕
円形で長さ5～6cm、幅6～7mmです。4～5月に
茎の先端に5枚の葉を輪生し、そこから放射状に枝
を出して複数の花をつけます。葉や茎を傷つけると
ウルシに似た白い汁が出て、かぶれることからこの
名が付きました。

フジバカマホトケノザレンゲソウ

シロバナタンポポスミレセリ

ガガイモキクイモクコ

オオイヌノフグリオオジシバリカラスウリ

アキノノゲシイシミカワイモカタバミ
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市
内
の
緑
道
や
水
辺
を
散
策
す
る
と
た
く

さ
ん
の
生
き
も
の
が
生
息
し
て
い
ま
す
。

カ
ル
ガ
モ
や
サ
ギ
、
カ
ワ
ウ
、
セ
キ
レ
イ
、

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
な
ど
…

そ
の
ほ
か
埼
玉
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
シ
ラ
コ
バ
ト
や
ア
オ
バ

ズ
ク
、
カ
ワ
セ
ミ
な
ど
の
鳥
た
ち
と
す
て
き

な
出
会
い
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

生
き
も
の

シラコバト
埼玉県レッドデータ絶滅危惧Ⅱ類
埼玉県の「県民の鳥」、越谷市の「市の鳥」に指定

されています。一時は市内の宮内庁埼玉鴨場周辺に
20数羽しかいなくなり、絶滅寸前でしたが、現在で
は埼玉県の東部を中心に千葉県、茨城県、栃木県な
どの一部にも分布しています。昭和31年（1956）
1月14日天然記念物に指定されました。

アオバズク
埼玉県レッドデータ地帯別危惧
夏鳥として4月の終わりごろ日本全国に渡ってき

ます。県内では山地の森林や低地の市街地の神社な
どの大木で繁殖が確認されています。市内では、神
社の社叢林や宮内庁埼玉鴨場で確認されています。
巣となるうろのある大木や餌となる昆虫が減ってき
ていることから、子育ての場所が少なくなり、個体
数の減少が心配されています。

カワセミ
埼玉県レッドデータ絶滅のおそれのある地域個体群
全国の川、湖、沼などにすんでおり、ほとんどの

地域で一年中見ることができます。河川周辺の土の
崖に巣穴を掘って子育てをします。一時、水の汚れ
や、河川改修などにより低地ではほとんど見られな
くなりました。市内では、平方地区の古利根川や県
民健康福祉村、大吉調節池周辺で確認されています。

ユリカモメアオスジアゲハ
オイカワ

マガモギンヤンマ
トウヨシノボリ

ハクセキレイタヌキ
ゲンゴロウブナ

メジロクロアゲハ
カブトエビ

アオサギヘイケホタルキジ
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越
谷
の

匠
の
技
が

生
み
出
す
美

伝
統
工
芸

日
光
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
て
き
た
越
谷
に
は
、
流
通
の
利
便
性
、

豊
か
な
水
や
緑
と
い
う
特
徴
か
ら
江
戸
時
代
に
さ
ま
ざ
ま
な
手
工
芸
品
が
生

ま
れ
ま
し
た
。

当
時
、
日
本
の
中
心
で
あ
っ
た
江
戸
か
ら
近
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
越
谷

の
品
々
は
評
判
と
な
り
、
や
が
て
は
全
国
へ
と
名
を
広
め
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
多
く
は
姿
を
消
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、

越
谷
の
手
工
芸
品
は
そ
の
伝
統
を
脈
々
と
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

越
谷
ゆ
か
た

越
谷
は
、
藍
染
め
の
型
付
に
使
う
も
ち
米
の
産
地
で
あ
り
、
元
荒
川
、
綾
瀬
川

な
ど
の
清
流
で
染
め
上
げ
た
ゆ
か
た
を
洗
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
好
条
件
が

そ
ろ
い
、
藍
染
め
ゆ
か
た
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
30
年
代
ま

で
は
、
順
調
に
生
産
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
生
活
様
式
の
変
化
と
と
も
に
衰
退
し
、

現
在
、
市
内
に
残
る
藍
染
め
工
場
は
１
軒
の
み
と
な
り
ま
し
た
が
、
５
月
〜
６
月

の
晴
れ
た
日
に
は
、
昔
な
が
ら
の
ゆ
か
た
地
の
天
日
干
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

越
谷
に
お
い
て
ひ
な
人
形
が
作
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時

代
中
期
、
会
田
佐
右
衛
門
が
江
戸
の

十
軒
町
で
学
ん
だ
人
形
作
り
を
越
谷

に
伝
え
た
の
が
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
現
代
に
至
る

ま
で
の
２
３
０
年
間
、
伝
統
を
守
り
、

発
展
を
続
け
て
き
た
「
越
谷
び
な
」

は
、
今
で
は
国
内
で
有
数
の
ひ
な
人

形
の
産
地
と
し
て
名
を
知
ら
れ
る
ま

で
に
な
っ
て
い
ま
す
。

越
谷
ひ
な
人
形
は
俗
に
い
う
「
関

東
び
な
」
に
分
類
さ
れ
る
作
り
で
す
。

特
徴
と
し
て
気
品
あ
ふ
れ
た
優
雅
な

顔
立
ち
を
し
て
お
り
、
高
い
評
価
を

受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
胴
柄
、
頭
、

手
足
な
ど
す
べ
て
の
部
品
を
市
内
で

製
作
し
て
い
ま
す
。

越
谷
ひ
な
人
形
気
品
あ
ふ
れ
る

優
雅
な
顔
立
ち

懐
か
し
の

藍
染
め
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越
谷
だ
る
ま

江
戸
時
代
中
期
ご
ろ
、
従
来
あ
っ
た
「
起
き
上
が
り
小
法
師
」
と
い
う
玩

具
に
座
禅
を
組
ん
だ
達
磨
大
師
を
描
い
た
の
が
越
谷
だ
る
ま
の
起
源
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
以
来
、
子
ど
も
の
ほ
う
そ
う
や
疫
病
除
け
、
開
運
や
厄
除
け

と
し
て
長
く
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

越
谷
だ
る
ま
は
、
ほ
か
の
地
方
の
も
の
に
比
べ
て
「
色
白
」「
鼻
高
」「
福

福
し
い
」
の
が
特
徴
で
、
越
谷
の
み
な
ら
ず
、
川
崎
大
師
を
は
じ
め
と
す
る

関
東
一
円
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
本
中
に
出
荷
さ
れ
て
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
手
作
業
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ
る
ま
の
命
で
あ
る

「
ひ
げ
」
も
も
ち
ろ
ん
手
描
き
で
、
製
作
し
た
職
人
ご
と
に
表
情
に
個
性
が

表
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。

越
谷
手
焼
き
せ
ん
べ
い
の
発
祥
に
関
し
て
は
諸
説
あ
り
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
江
戸
時
代
に
奥
州
街
道
沿
い
の
茶
店
で
売
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
評

判
と
な
り
、
名
物
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
越
谷
は
古

く
か
ら
「
江
戸
の
米
蔵
」
と
い
わ
れ
、
良
質
な
米
の
産
地
と
し
て
有
名
だ
っ

た
こ
と
か
ら
、
越
谷
せ
ん
べ
い
が
生
ま
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

特
徴
と
し
て
、
す
べ
て
が
手
作
り
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
吟
味

さ
れ
た
米
を
丹
念
に
練
り
、
天
日
で
干
し
た
後
、
醤
油
を
塗
っ
て
一
枚
一
枚

焼
き
上
げ
ま
す
。
こ
の
時
に
用
い
ら
れ
る
醤
油
は
そ
れ
ぞ
れ
の
店
が
独
自
に

作
っ
て
い
る
た
め
、
店
ご
と
の
味
と
個
性
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

越
谷
手
焼
き
せ
ん
べ
い

伝
統
の
技
法
で
作
ら
れ
る

や
さ
し
い
顔
立
ち

お
米
の
風
味
と

昔
な
つ
か
し
い
味
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越
谷
桐
た
ん
す

越
谷
桐
た
ん
す
の
歴
史
は
江
戸
時
代
初
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
越
谷

は
、
当
時
か
ら
江
戸
た
ん
す
の
原
産
地
と
し
て
全
国
的
に
有
名
で
し
た
。
現

代
に
お
い
て
も
生
産
量
は
全
国
有
数
で
、
国
か
ら
伝
統
工
芸
品
の
指
定
を
受

け
て
い
ま
す
。

越
谷
桐
た
ん
す
は
品
質
の
高
さ
で
も
有
名
で
す
。
質
の
よ
い
会
津
桐
を
中

心
に
東
北
六
県
の
桐
の
み
を
使
用
し
、
選
別
か
ら
木
取
り
ま
で
一
切
の
妥
協

を
許
し
ま
せ
ん
。
こ
の
質
へ
の
こ
だ
わ
り
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
職
人
の
技

こ
そ
が
、
越
谷
桐
た
ん
す
の
高
品
質
の
証
し
で
す
。

越
谷
桐
箱
が
盛
ん
に
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
あ

る
出
来
事
を
経
て
か
ら
に
な
り
ま
す
。
文
化
年
間
、
当
時
の
流
行
作
家
で
あ

っ
た
式
亭
三
馬
が
「
江
戸
の
水
」
と
い
う
化
粧
水
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
が

空
前
の
売
り
上
げ
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
化
粧
水
の
入
っ
た
ガ
ラ
ス
び
ん

を
入
れ
て
い
た
桐
箱
の
ほ
と
ん
ど
を
製
作
し
て
い
た
の
が
越
谷
だ
っ
た
の
で

す
。
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
越
谷
桐
箱
は
そ
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、

独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。

越
谷
桐
箱
精
巧
な
技
法
が

生
き
て
い
ま
す 江

戸
の
技
術
を

今
な
お
受
け
継
ぐ
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昔
、
元
荒
川
は
、
花
田
を
ぐ
る
り
と
回
っ
て
東
小
林
（
現
在
の
東
越
谷
）
か
ら
瓦
曽
根
に
向

っ
て
流
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
は
川
の
交
通
が
盛
ん
で
、
大
き
な
荷
物
な
ど
は
、
み
ん
な

舟
で
運
ん
だ
も
の
で
す
。

あ
る
日
の
こ
と
、
一
隻
の
船
が
お
地
蔵
さ
ん
を
積
ん
で
花
田
ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
急

に
船
が
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
お
地
蔵
さ
ん
は
こ
こ
で
降
り
た
い
の
に
違
い
な
い
」
船
頭
さ
ん
は
こ
う
考
え
る
と
、
お
地

蔵
さ
ん
を
降
ろ
し
て
花
田
と
増
林
の
境
に
あ
た
る
千
間
堀
の
近
く
古
川
の
堤
に
お
ま
つ
り
し
ま

し
た
。

花
田
の
人
々
は
、
こ
れ
を
ス
マ
ッ
カ
ラ
の
お
地
蔵
さ
ん
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
ス
マ
ッ
カ
ラ

と
は
、
砂
河
原
（
ス
ナ
カ
ワ
ラ
）
が
な
ま
っ

た
も
の
と
い
わ
れ
、「
ス
ナ
ッ
カ
ラ
地
蔵
」

と
呼
ぶ
人
も
い
ま
す
。

こ
の
お
地
蔵
さ
ん
の
背
中
に
は
、「
源
海

の
三
十
三
回
忌
の
供
養
の
た
め
に
造
立
。
承

応
四
年
（
一
六
五
五
）
の
正
月
二
十
六
日
」

と
刻
ん
で
あ
り
、
今
か
ら
三
五
〇
年
も
前
の

こ
と
で
す
。

子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
、
男
の
子
は
二
十

一
日
目
、
女
の
子
は
三
十
三
日
目
に
お
宮
参

り
を
す
る
も
の
で
す
が
、
花
田
で
は
、
越
ヶ
谷
の
久
伊
豆
神
社
に
お
参
り
し
た
あ
と
、
必
ず
こ

の
ス
マ
ッ
カ
ラ
の
お
地
蔵
さ
ん
に
も
お
参
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

長
い
年
月
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
ス
マ
ッ
カ
ラ
の
お
地
蔵
さ
ん
は
、
今
で
は
花
田
の
住
宅
街
に

ま
つ
ら
れ
大
き
く
変
わ
り
ゆ
く
越
谷
の
姿
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。

現
在
の
よ
う
に
、
上
流
に
ダ
ム
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
土
木
工
事
も
貧
弱
で
あ
っ
た
昔
の

こ
と
で
す
。
川
の
多
い
越
谷
付
近
で
は
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
、
大
き
な
水
害
を
た
び
た
び

受
け
た
も
の
で
し
た
。

約
二
二
〇
年
ほ
ど
前
の
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
七
月
の
大
水
も
、
そ
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

見
田
方
の
八
坂
神
社
わ
き
の
元
荒
川
堤
防
が
切
れ
て
、
大
相
模
の
人
家
や
田
畑
が
、
そ
れ
は
も

う
大
き
な
損
害
を
受
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

堤
防
の
切
れ
た
と
こ
ろ
が
、
川
底
の
よ
う
に
く
ぼ
ん
で
し
ま
っ
て
、
大
き
な
大
き
な
内
池
が

残
り
ま
し
た
。
今
で
も
そ
こ
は
、
ヨ
シ
や
雑
草
が
生
い
茂
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
の
こ
と
で
す
。
日
が
暮
れ
て
か
ら
こ
の
辺
り
を
通
る
と
、
池
の
中
か
ら
、「
オ
イ

テ
ケ
、
オ
イ
テ
ケ
」
と
悲
し
い
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
人
は
、
こ
こ
に
は
大
き

な
白
い
蛇
が
住
ん
で
い
て
、
池
の
は
た
を
通
る
人
を
水
の
中
に
引
き
ず
り
込
む
の
を
見
た
こ
と

が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
み
ん
な
は
こ
こ
を

”オ
イ
テ
ケ
堀
“
と
呼
ん
で
、
誰
も

近
寄
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、
一
人
の
巡
礼
者
が
オ
イ
テ
ケ
堀
の
そ
ば
を
通
り
か
か
る
と
、
い
つ
も
の
よ

う
に
、「
オ
イ
テ
ケ
、
オ
イ
テ
ケ
」
と
悲
し
い
声
が
聞
こ
え
て
き
て
、
何
も
知
ら
な
い
若
い
巡

礼
者
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
大
蛇
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
翌
日
、
こ
の
こ
と
を
知

っ
た
村
人
た
ち
は
、
か
わ
い
そ
う
な
巡
礼
者
の
た
め
に
早
速
こ
こ
に
水
神
宮
と
弁
天
宮
を
お
ま

つ
り
し
、
池
の
主
を
な
ぐ
さ
め
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
白
い
蛇
も
姿
を
消
し
、

「
オ
イ
テ
ケ
、
オ
イ
テ
ケ
」
の
声
も
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

水
害
を
た
び
た
び
受
け
た
と
こ
ろ
で
は
、こ
う
し
た
言
い
伝
え
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。

当
時
の
人
々
が
大
水
を
ど
ん
な
に
恐
れ
、
恨
ん
で
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

越
ヶ
谷
の
久
伊
豆
神
社
に
は
、
石
で
刻
ま
れ
た
狛
犬
が
一
対
、
神
殿
の
番
人
の
よ
う
に
い
か

め
し
く
空
を
に
ら
ん
で
座
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
狛
犬
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
奉
納
さ
れ

た
も
の
と
い
い
ま
す
か
ら
、
今
か
ら
約
二
八
〇
年
余
り
前
に
な
り
ま
す
。

悪
い
と
こ
ろ
へ
遊
び
に
行
っ
て
ば
か
り
い
る
と
か
、

家
出
人
で
困
っ
て
い
る
家
族
が
、
こ
の
狛
犬
の
足
を

麻
ひ
も
で
結
び
、
家
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
願
を
か
け

る
と
、
不
思
議
に
悪
い
と
こ
ろ
へ
遊
び
に
い
か
な
く

な
っ
た
り
、
家
出
人
が
帰
っ
て
き
た
と
い
い
ま
す
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
、
足
止
め
の
狛
犬
と
呼
ば
れ
、

大
そ
う
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

今
で
も
、
こ
の
よ
う
な
お
願
い
を
す
る
人
が
い
る

の
で
し
ょ
う
か
、
久
伊
豆
神
社
の
狛
犬
の
足
は
、
い

つ
で
も
麻
ひ
も
で
し
ば
ら
れ
て
い
ま
す
。

蒲
生
一
丁
目
の
も
と
の
日
光
街
道
の
傍
ら
に
、
鳥
の
よ
う
な
か
っ
ぱ
の
よ
う
な
、
な
ん
と
も

奇
妙
な
形
を
し
た
石
の
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
土
地
の
人
は
「
ぎ
ょ
う
だ
い
さ
ま
」
と
呼

ん
で
、
鷲
の
神
様
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。

は
て
さ
て
、
な
ん
で
ま
た
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
も
の
が
建
て
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

塔
が
で
き
た
の
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
と
い
い
ま
す
か
ら
、
今
か
ら
二
五
〇
年
ほ
ど
前

の
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
は
「
砂
利
道
供
養
」
と
刻
ま
れ
て
い
て
、
実
は
宝
暦
七
年
に
は
、
日
光
街
道
の
大
修

理
が
あ
り
、
街
道
の
修
理
完
成
を
記
念
し
て
蒲
生
の
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
建
て
た
も
の
で
し

た
。
そ
し
て
、
道
を
歩
く
村
人
や
旅
人
の
道
中
安
全
を
願
い
”
わ
ら
じ
“
を
備
え
て
お
祈
り
し

た
と
い
い
ま
す
。

道
中
安
全
を
願
う
心
が
、
な
に
か
人
間
に
は
な
い
大
き
な
力
を
秘
め
た
も
の
と
し
て
、「
ぎ

ょ
う
だ
い
さ
ま
」
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
ぎ
ょ
う
だ
い
さ
ま
」
は
今
日
も
、
道

ゆ
く
人
々
を
黙
っ
て
見
守
っ
て
い
ま
す
。

元
禄
年
間
と
い
う
か
ら
、
今
か
ら
約
三
〇
〇
年
前
の
こ
と
。
大
沢
の
農
家
与
兵
衛
さ
ん
の
家

に
、
次
々
と
太
っ
た
男
の
子
が
誕
生
し
た
そ
う
で
す
。

初
節
句
も
無
事
に
す
み
、
す
く
す
く
と
育
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
あ
る
日
の
こ
と
、
子
ど
も

た
ち
は
高
い
熱
を
出
す
と
、
そ
の
ま
ま
意
識
を
な
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
若
い
両
親
は
、
そ

れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
病
気
に
、
す
っ
か
り
気
が
動
転
し
、
た
だ
オ
ロ
オ
ロ
と
す
る
ば

か
り
で
す
。
医
者
よ
薬
よ
と
八
方
手
を
尽
く
し
て
手
当
て
を
し
ま
し
た
が
、
一
向
に
よ
く
な
り

ま
せ
ん
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
、
か
わ
い
い
孫
の
こ
と
、
気
が
き
で
は
な
く
、
あ
ち
こ
ち
の
神
や

仏
に
祈
り
ま
し
た
が
、
さ
っ
ぱ
り
治
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
近
所
の
人
が
こ
う
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。

「
大
沢
の
お
地
蔵
さ
ん
は
、
大
層
ご
利
益
が
あ
る
そ
う
じ
ゃ
」

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
さ
っ
そ
く
出
か
け
て
、

「
か
わ
い
い
孫
の
病
気
を
治
し
て
く
れ
る
な
ら
、
必
ず

”塩
断
ち
“
を
い
た
し
ま
す
」

と
願
か
け
し
ま
し
た
。
塩
の
な
い
生
活
を
す
る
の
は
、
大
層
辛
抱
の
い
る
こ
と
だ
っ
た
の
で

す
。

足
止
め
の
狛
犬

ぎ
ょ
う
だ
い
さ
ま

花
田
の
ス
マ
ッ
カ
ラ
地
蔵

オ
イ
テ
ケ
堀

│
船
か
ら
降
ろ
し
た
地
蔵
様

│
供
養
の
後
、
平
穏
に

│
品
行
方
正
に
役
立
っ
た
狛
犬

│
道
普
請
の
神
様

塩
か
け
地
蔵
│
子
ど
も
を
守
る
神
様

挿
絵
・
戸
井
田
　
煕
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に
出
て
い
ま
す
。
越
谷
の
金
剛
寺
と
い
う
の
は
、
も
し
か
す
る
と
末
田
（
岩
槻
）
の
金
剛
院
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
ろ
、
越
谷
に
は
金
剛
寺
と
い
う
お
寺
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た

戦
国
時
代
の
岩
槻
の
殿
様
が
戦
さ
の
た
め
特
別
に
訓
練
し
た
犬
を
飼
っ
て
い
た
と
い
う
話
も
残

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
か
し
こ
い
白
い
犬
は
そ
の
こ
ろ
の
犬
と
何
か
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

昔
む
か
し
、
日
光
に
東
照
宮
を
建
て
る
と
い
う
将
軍
様
の
い
い
つ
け
で
、
飛
騨
の
国
の
工
匠

た
ち
が
大
勢
日
光
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

あ
る
日
の
夕
暮
、
蒲
生
の
清
蔵
院
と
い
う
お
寺
に
一
人
の
若
者
が
訪
れ
、

「
日
光
に
行
く
途
中
の
者
で
す
が
、
泊
ま
る
と
こ
ろ
が
な
く
て
困
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
今

晩
一
晩
泊
め
て
く
だ
さ
い
」

と
、
お
願
い
す
る
の
で
す
。
お
寺
の
お
坊
さ
ん
は
、
若
者
を
快
く
泊
め
て
や
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
若
者
は
、
大
層
う
れ
し
そ
う
に
し
て
、
何
べ
ん
も
お
礼
を
い
い
ま
し
た
。
そ
し
て
ど
う
し

た
こ
と
か
、
一
枚
の
板
を
貸
し
て
く
れ
と
い
う
の
で
す
。
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
お

坊
さ
ん
は
板
を
探
し
て
若
者
に
渡
す
と
、
そ
の
晩
は
そ
の
ま
ま
寝
て
し
ま
い
ま
し
た
。

次
の
朝
、
お
坊
さ
ん
が
起
き
て
み
る
と
、
も
う
若
者
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
か
わ
り
、
竜
の
彫

り
も
の
を
し
た
昨
日
の
板
が
、
山
門
に
か
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
一
晩
泊
め
て
も
ら
っ
た
お
礼

に
と
、
若
者
が
一
夜
の
う
ち
に
彫
り
あ
げ
た
も
の
で
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
は
見
事
な
も
の
で
、

ま
る
で
竜
が
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

そ
れ
か
ら
い
く
日
か
し
て
の
こ
と
で
す
。
夜
に
な
る
と
決
ま
っ
て
、
村
の
田
ん
ぼ
や
畑
が
荒

ら
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
お
百
姓
さ
ん
に
と
っ
て
、
一
生
懸
命
耕
し
た
田
畑
が
メ
チ
ャ
メ
チ

ャ
に
さ
れ
て
は
た
ま
り
ま
せ
ん
。
村
人
は
相
談
し
て
、
一
晩
中
交
替
で
見
張
り
を
立
て
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
ど
う
で
し
ょ
う
。
毎
晩
田
畑
を
荒
ら
す
の
は
、
お
寺
の
門
の
額
か
ら
抜
け
出
し
た

竜
の
仕
業
だ
っ
た
の
で
す
。

次
の
日
、
早
速
村
人
た
ち
は
お
寺
に
詰
め
か
け
、
竜
が
抜
け
出
さ
な
い
よ
う
に
と
釘
を
打
ち

込
ん
で
両
方
の
眼
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
れ
で
も
う
安
心
し
て
眠
れ
る
と
思
っ
た
の
も
つ
か
の
間
の
こ
と
で
し
た
。
夜
に
な
る
と
今

度
は
、
田
ん
ぼ
に
大
き
な
穴
が
開
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
作
物
を
荒
ら
し
ま
わ
っ
た
あ
と
は
、

前
よ
り
も
ひ
ど
い
も
の
で
す
。
困
っ
て
し
ま
っ
た
村
人
た
ち
が
、
何
と
か
し
て
く
れ
と
お
坊
さ

ん
に
頼
み
こ
む
と
、
お
坊
さ
ん
は
、
竜
の
額
に
金
網
の
囲
い
を
し
て
、
両
眼
の
釘
を
抜
い
て
や

る
と
、

「
竜
よ
、
村
人
た
ち
が
困
っ
て
い
る
。
作
物
を
荒
ら
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
よ
」

と
、
優
し
く
語
り
か
け
て
や
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
竜
は
お
と
な
し
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
竜
を
彫
っ
た
若
者
は
左
甚
五
郎
と
い

う
人
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
左
甚

五
郎
の
彫
っ
た
竜
や
虎
が
、
夜
に
な
る
と
抜

け
出
し
て
、
田
畑
を
荒
ら
し
ま
わ
る
と
い
う

話
は
、
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
ど
う
し
て
左
甚
五
郎
の
竜
や
虎
は
村

人
た
ち
に
迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
を
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

残
念
な
が
ら
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
夜
の
こ
と
、
お
地
蔵
さ
ん
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
夢
枕
に
立
っ
て
言
っ
た
そ
う
で
す
。

「
三
日
三
晩
の
の
ち
、
孫
の
病
は
治
る
ぞ
や
」

す
る
と
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
お
告
げ
の
と
お
り
孫
は
み
る
み
る
元
気
に
な
り
ま
し
た
。
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
は
、
願
か
け
の
証
（
あ
か
し
）
と
し
て
三
日
分
の
塩
を
持
っ
て
お
礼
参
り
に
出
か
け

ま
し
た
。

大
沢
光
明
院
の
お
地
蔵
さ
ん
に
、
塩
を
振
り
か
け
る
の
が
習
わ
し
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
以

来
の
こ
と
だ
と
い
い
ま
す
。

今
で
は
、
お
地
蔵
さ
ん
は
、
長
い
間
に
塩
で
と
か
さ
れ
、
も
と
の
形
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で

す
が
、
そ
れ
で
も
子
ど
も
の
苦
し
み
や
悲
し
み
が
救
わ
れ
た
た
め
だ
と
、
醜
い
姿
で
も
満
足
し

て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。

む
か
し
古
利
根
川
が
増
森
の
方
を
大
き
く
う
回
し
て
流
れ
て
い
た
こ
ろ
の
話
で
す
。
こ
の
こ

ろ
は
川
を
利
用
し
た
船
の
交
通
が
盛
ん
で
、
増
森
に
は
荷
物
を
積
み
下
ろ
し
す
る
河
岸
場
も
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
セ
イ
ケ
渕
と
い
う
と
っ
て
も
水
の
深
い
場
所
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
セ

イ
ケ
渕
に
は
大
昔
か
ら
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
川
の
主
が
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ
は
大
き
な
魚
で
あ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
魚
は
セ
イ
魚
と
い
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
長
い
間
に
は
川
の
様
子
も
だ
ん
だ
ん
と
変
わ
り
、
セ
イ
魚
が
住
ん
で
い
る
深
い
渕

も
年
々
浅
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
す
が
の
主
も
浅
瀬
と
な
っ
て
は
、
住
む
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。「

わ
し
は
、
こ
の
増
森
が
大
好
き
な
ん
じ
ゃ
が
、
も
う
こ
こ
に
は
住
ん
で
は
お
ら
れ
ん
。
兄

弟
の
い
る
鐘
ヶ
渕
へ
い
く
」

こ
う
い
い
残
し
て
、
セ
イ
魚
は
と
う
と
う
古
利
根
川
下
流
の
鐘
ヶ
渕
へ
住
み
家
を
か
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
の
こ
と
で
す
。
古
利
根
川
を
利
用
し
て
江
戸
の
問
屋
へ
荷
を
運
ぶ
と
き
、
船
が
鐘

ヶ
渕
付
近
に
く
る
と
し
ば
し
ば
転
覆
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
困
っ
て
し
ま
っ
た
増
森
の
人

た
ち
は
、
額
を
集
め
て
み
ん
な
で
相
談
し
ま
し
た
。

「
な
ん
せ
転
覆
の
事
故
は
セ
イ
ケ
渕
に
い
た
セ
イ
魚
が
鐘
ヶ
渕
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

だ
。
き
っ
と
こ
れ
は
セ
イ
魚
の
仕
業
に
違
い
な
い
」

「
セ
イ
魚
が
悲
し
ん
で
い
る
の
だ
。
す
ま
な
い
こ
と
を
し
た
」

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
増
森
の
人
た
ち
は
、
船
で
鐘
ヶ
渕
を
通
る
と
き
セ
イ
魚
に
あ
い
さ
つ

し
て
通
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

「
お
れ
は
増
森
の
者
だ
よ
。
こ
れ
は
増
森
の
船
だ
よ
。
セ
イ
魚
よ
、
堪
忍
だ
よ
。
悪
さ
し
な

い
で
く
れ
」

こ
う
し
て
大
き
な
声
を
か
け
な
が
ら
進
む
と
、
そ
れ
か
ら
は
無
事
に
通
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
か
ら
不
思
議
で
す
。

そ
の
後
の
時
代
の
こ
と
で
す
が
、
古
利
根
川
に
は
新
し
い
川
筋
が
掘
ら
れ
、
セ
イ
ケ
渕
は
開

墾
さ
れ
て
田
ん
ぼ
に
な
り
ま
し
た
。今
で
は
こ
の
田
ん
ぼ
も
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

昔
、
越
谷
の
金
剛
寺
と
い
う
寺
に
二
匹
の
か
し
こ
い
犬
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

金
剛
寺
の
住
職
が
、
江
戸
の
本
所
（
現
在
の
墨
田
区
）
に
あ
る
本
寺
（
支
配
寺
）
に
手
紙
を

出
す
と
き
は
、
い
つ
も
二
匹
の
白
い
犬
に
行
か
せ
ま
し
た
。
一
匹
の
犬
の
首
に
手
紙
を
結
び
つ

け
、
も
う
一
匹
の
犬
に
二
〇
〇
文
の
銭
を
結
び
つ
け
て
使
い
に
出
し
て
や
る
と
、
足
の
早
い
犬

で
、
四
時
間
ほ
ど
で
用
を
た
し
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

ち
ゃ
ん
と
道
順
を
知
り
、
ち
ゃ
ん
と
用
た
し
を
し
て
帰
っ
て
く
る
の
で
す
か
ら
、
た
い
し
た

も
の
で
す
。
使
い
に
出
す
前
日
に
は
、
”
明
日
は
江
戸
へ
用
た
し
に
い
っ
て
く
る
ん
だ
よ
“
と
、

よ
く
い
い
聞
か
せ
、
当
日
は
二
升
の
ご
飯
を
与
え
ま
す
。
二
匹
の
犬
は
一
升
ず
つ
食
べ
終
え
る

と
、
ま
っ
す
ぐ
本
寺
へ
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
本
寺
で
は
犬
が
到
着
す
る
と
、
早
速
ご
飯
を
炊
い

て
与
え
ま
す
。
そ
し
て
犬
が
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
間
に
返
事
を
書
き
、
犬
の
首
に
こ
れ
を
結
び

つ
け
て
帰
し
て
や
り
ま
す
。

　
犬
は
一
も
く
さ
ん
に
帰
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
途
中
一
度
だ
け
蒲
生
の
酒
屋
に
立
ち
寄
り
ま

す
。
酒
屋
の
主
人
は
、
犬
を
見
る
と
、
首
に
結
ん
で
あ
る
二
〇
〇
文
の
銭
を
受
け
取
り
、
そ
の

か
わ
り
に
二
升
の
ご
飯
を
炊
い
て
与
え
る
の
が
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。二
〇
〇
文
は
、

そ
の
た
め
の
代
金
で
し
た
。

　
こ
の
話
は
、「
潭
海
」（
た
ん
か
い
）
と
い
う
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
書
か
れ
た
本
の
中

セ
イ
ケ
渕

か
し
こ
い
犬

左
甚
五
郎
の
竜 │

増
森
の
セ
イ
魚

│
大
評
判
の
二
匹
の
白
い
犬

│
一
夜
の
う
ち
に
彫
り
あ
げ
た
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