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みなどの変化がつけられた茶碗が出土しています。
提供：土岐市美濃陶磁歴史館

下
「曽木公園の逆さもみじ」
　土岐市南東部の曽木公園は、飛騨・美濃紅葉33選
に選ばれている紅葉の名所です。特に、大小８つの池
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長期流出と流域

特別寄稿

蛇
の
池

　
（
土
岐
市
土
岐
津
町
）

　土
岐
津
に
動
物
好
き
の
や
さ
し
い
男
が
住
ん
で
い
ま
し

た
。
あ
る
日
、
男
は
山
道
を
歩
い
て
い
ま
し
た
。
い

つ
も
休
憩
す
る
池
の
ほ
と
り
に
着
い
た
男
が
、
腰

を
お
ろ
そ
う
と
地
面
を
見
る
と
、
大
き
な
蛇
が
と

ぐ
ろ
を
巻
い
て
休
ん
で
い
ま
し
た
。
驚
い
た
男
は
、

鉈
を
握
っ
て
身
構
え
ま
し
た
が
、
大
蛇
は
じ
っ
と

し
て
手
向
か
う
様
子
が
あ
り
ま
せ
ん
。
落
ち
着
い
た

男
は
、
大
蛇
に
話
し
か
け
ま
し
た
。

　「
こ
の
辺
り
は
、
じ
き
に
大
勢
の
人
が
住
む
よ
う

に
な
る
。
そ
う
し
た
ら
お
前
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
場
所
で
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
こ
か
へ

立
ち
去
っ
た
ほ
う
が
い
い
。」

　大
蛇
は
鎌
首
を
持
ち
上
げ
て
、
動
こ
う
と

は
し
ま
せ
ん
。
せ
っ
か
く
教
え
て
あ
げ
た
の
に
、
蛇
に
は
人
の
心
は
わ
か
ら
な
い
の
か

と
思
う
と
男
は
悲
し
く
な
っ
て
、
涙
を
こ
ぼ
し
ま
し
た
。
す
る
と
大
蛇
は
男
の
悲
し
げ

な
様
子
を
見
て
、
ゆ
っ
く
り
と
池
の
中
に
消
え
て
い
き
ま
し
た
。

　そ
の
日
か
ら
男
は
不
思
議
な
夢
を
見
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
男
の
胸
に
ひ
ん
や
り

と
し
た
冷
た
い
も
の
が
乗
り
、
く
ぐ
も
っ
た
声
で
話
し
か
け
ま
す
。

　「
わ
た
し
は
池
の
主
と
し
て
、
山
野
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
土
地
に
自
然
を
こ

わ
す
人
間
が
入
ら
な
い
よ
う
に
大
蛇
の
姿
に
な
っ
て
池
の
ほ
と
り
に
い
ま
し
た
が
、
あ

な
た
は
や
さ
し
い
気
持
で
わ
た
し
に
呼
び
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
あ
な
た
の
涙
を
見
て
、

わ
た
し
は
あ
な
た
に
会
い
た
く
な
り
ま
し
た
。」

　冷
た
い
感
触
が
消
え
る
と
、
枕
元
に
美
し
い
娘
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
り
、
や
さ
し
い

声
で
、「
わ
た
し
と
一
緒
に
池
を
守
り
、
自
然
を
守
っ
て
欲
し
い
の
で
す
。」
と
さ
さ
や

き
ま
し
た
。

　毎
夜
、
夢
は
繰
り
返
さ
れ
、
男
の
体
力
は
だ
ん
だ
ん
衰
え
て
い
き
ま
し
た
。
や
が
て

男
が
「
あ
な
た
と
一
緒
に
暮
ら
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
人
間
を
う
ら
ま
ず
、
人
間
の
し
あ

わ
せ
も
守
る
と
約
束
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
言
う
と
、「
約
束
し
ま
す
」
と
娘
が
答
え
ま

し
た
。

　翌
朝
、
男
の
家
を
訪
ね
た
里
人
は
、
男
の
姿
が
見
え
ず
、
地
面
に
二
条
の
筋
が
つ
い

て
い
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
筋
は
、
池
の
ほ
と
り
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
。

出
典

『
土
岐
の
昔
ば
な
し
』
郷
土
文
化
特
別
委
員
会

　昭
和
五
十
二
年
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地
域
の
歴
史
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地
域
の
歴
史

　岐
阜
県
土
岐
市
は
、
良
質
な
陶
土
に
恵
ま
れ
、
古
来
か
ら
窯

業
が
盛
ん
な
地
域
で
し
た
。
近
年
は
、
単
一
産
業
依
存
か
ら
の

脱
却
に
取
り
組
み
、
充
実
し
た
交
通
網
を
活
か
し
て
商
業
都
市

と
し
て
も
発
展
し
て
い
ま
す
。

　
岐
阜
県
の
南
東
部
に
位
置
す
る
土
岐

市
は
、
南
は
山
地
を
隔
て
て
愛
知
県
瀬

戸
市
・
豊
田
市
と
接
す
る
県
境
と
な
っ

て
い
ま
す
。
市
域
の
七
六
％
が
丘
陵
地

で
、北
部
を
西
流
す
る
土
岐
川（
庄
内
川
）

沿
い
の
盆
地
が
市
の
中
心
地
と
な
っ
て

お
り
、
南
方
か
ら
流
れ
て
土
岐
川
に
合

流
す
る
妻つ
ま

木ぎ

川
・
肥ひ

田だ

川
沿
い
の
盆
地

に
も
集
落
が
発
達
し
て
い
ま
す
。

　
土
岐
川
に
沿
っ
て
走
る
国
道
一
九

号
・Ｊ
Ｒ
中
央
本
線
が
主
要
交
通
で
、

北
部
丘
陵
地
に
中
央
自
動
車
道
土
岐

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
、
南
部
に
東
海

環
状
自
動
車
道
土
岐
南
多
治
見
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
あ
り
ま
す
。
古
来

よ
り
東
濃
窯

業
地
帯
を
代

表
す
る
地
域

と
し
て
知
ら

れ
て
お
り
、

陶
磁
器
産
業

を
中
心
と
し

た
工
業
都
市

と
し
て
発
展

し
て
き
ま
し

た
。

土
岐
古
墳
群
と
礪
杵
評（
古
代
）

　
土
岐
市
内
で
は
五
六
基
の
古
墳
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
四
四
基
が

土
岐
川
北
岸
の
丘
陵
斜
面
に
集
中
し
て

い
ま
す
。
こ
の
古
墳
群
は
、
い
ず
れ
も

後
期
古
墳
に
属
す
る
六―

七
世
紀
の
比

較
的
小
規
模
な
古
墳
で
、
中
心
は
久く

尻じ
り

清せ
い

安あ
ん

寺じ

東
方
の
乙お
つ

塚づ
か

古
墳
と
そ
の
北
西

に
あ
る
段だ
ん

尻じ
り

巻ま
き

古
墳
で
、
共
に
国
の
史

跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
乙
塚
古
墳

に
は
、
第
一
二
代
景け
い

行こ
う

天
皇
の
泳く
ぐ
り

宮の
み
や

行

幸
の
際
に
見
染
め
ら
れ
た
、
八や

坂さ
か

入の
い
り

彦ひ
こ
の

命み
こ
と

の
娘
弟お
と

媛ひ
め

が
葬
ら
れ
た
と
い
う
伝
説

が
あ
り
ま
す
。

　
土
岐
の
地
名
は
、『
日
本
書
紀
』天て
ん

武む

天て
ん

皇の
う

五
（
六

七
六
）
年
の

条
に「
礪と

杵き

評こ
お
り

（
郡
）」
と
あ

る
の
が
初
出

で
す
。
土
岐

郡
に
は
六
郷

が
あ
り
ま
し

た
が
、
当
市

域
で
は
楢
原

郷
が
北
部
の
土
岐
津
・
肥
田
・
泉
地
区

辺
り
、
余あ
ま
り

戸べ

郷
が
南
西
部
の
下お

石ろ
し

・
妻

木
地
区
辺
り
に
あ
た
る
と
推
定
す
る
説

が
有
力
で
す
。

土
岐
頼
貞
と
定
林
寺（
中
世
）

　
清
和
源
氏
の
流
れ
を
汲
む
美
濃
源
氏

は
土
岐
郡
に
本
拠
を
構
え
七
代
光
信
か

ら
土
岐
氏
を
名
乗
り
ま
し
た
。
鎌
倉
幕

府
追
討
か
ら
南
北
朝
期
に
は
、土
岐
頼よ
り

貞さ
だ

が
足
利
尊
氏
に
与
し
て
活
躍
、
美
濃
守

護
に
任
じ
ら
れ
、
一
族
は
美
濃
国
内
各

所
に
根
づ
き
、
室
町
幕
府
を
支
え
る
有

力
な
武
士
団
を
形
成
し
ま
し
た
。

　
頼
貞
は
、
文
武
両
道
に
秀
で
た
人
物

で
、
歌
人
と
し
て
も
優
れ
勅
撰
和
歌
集

「
新し
ん

千せ
ん

載ざ
い

集し
ゅ
う

」「
玉ぎ
ょ
く

葉よ
う

集し
ゅ
う

」
に
歌
が
載
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
母
が
北
条
氏

出
身
で
あ
っ
た
た
め
、
若
い
頃
か
ら
鎌

倉
に
赴
き
、
高
僧
無む

学が
く

祖そ

元げ
ん

を
拝
し
禅

宗
に
深
く
帰
依
、
建け
ん

武む

年
間
（
一
三
三

四
〜
三
六
）
高
田
に
祖
元
を
開
山
と
す

る
瑞ず
い

雲う
ん

山ざ
ん

定じ
ょ
う

林り
ん

寺じ

を
創
建
し
ま
し
た
。

定
林
寺
は
、
禅
宗
寺
院
の
中
で
全
国
十

刹
中
第
八
位
の
寺
格
を
誇
り
、
八
〇
〇

メ
ー
ト
ル
四
方
の
敷
地
に
壮
大
な
大だ
い

伽が

藍ら
ん

が
構
築
さ
れ
た
大
寺
で
、
僧
堂
定
林

寺
の
名
声
は
全
国
に
と
ど
ろ
い
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
戦
国
時
代
に
放
火
に

よ
っ
て
焼
失
し
、
現
在
で
は
大
字
名
に

そ
の
名
を
残
す
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
頼
貞
は
土
岐
川
右
岸
に
大
富
館
を
構

え
、
土
岐
氏
の
本
拠
地
と
し
ま
し
た
。

か
つ
て
は
濠
跡
・
土
塁
・
石
垣
な
ど
の

遺
構
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
市
街
地
開

発
で
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
ま
し
た
。

窯
業
の
興
隆
と
窯
株
制（
近
世
）

　
東
濃
は
良
質
の
陶
土
が
産
出
さ
れ
る

窯
業
が
盛
ん
な
地
域
で
、
古
代
・
中
世

の
古
窯
跡
が
多
く
分
布
し
て
い
ま
す
。

一
六
世
紀
後
半
、
瀬
戸
か
ら
陶
工
が
移

住
し
て
古
瀬
戸
と
呼
ば
れ
る
上
質
な
陶

器
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
桃
山
時

代
に
は
、
志
野
・
織
部
に
代
表
さ
れ
る

芸
術
性
の
高
い
「
美
濃
桃
山
陶
」
が
隆

盛
を
極
め
ま
し
た
。
国
指
定
文
化
財
の

元
屋
敷
陶
器
窯
跡
は
、
慶け
い

長ち
ょ
う

一
〇（
一
六

〇
五
）
年
頃
、
美
濃
陶
祖
加
藤
景
延
が
、

東
濃
で
初
め
て
築
い
た
地
上
式
横
サ
マ

有
段
連
房
式
登の
ぼ
り

窯が
ま

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
陶
器
は
、
下
街
道
・
中
街

道
を
経
て
、
兼
山
湊
か
ら
木
曽
川
を
下

り
、
大
坂
・
江
戸
へ
運
ば
れ
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
茶
の
湯
の
衰

退
、
西
国
で
の
磁
器
生
産
の
開
始
、
尾

張
藩
の
瀬
戸
焼
保
護
政
策
な
ど
が
あ
っ

て
、
高
級
な
美
濃
焼
生
産
は
下
火
と
な

り
、
農
閑
余
業
に
よ
る
日
用
雑
器
の
生

産
に
移
行
し
ま
し
た
。

　
元げ
ん

禄ろ
く

年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）

に
笠
松
陣
屋
が
支
配
地
の
窯
数
を
調
べ

て
御ご

冥み
ょ
う

加が

永え
い

（
税
）
を
課
し
、
以
後
無

断
で
窯
を
作
る
こ
と
を
禁
じ
た
の
が
窯

株
制
度
の
始
ま
り
で
し
た
。
窯
株
は
課

税
の
た
め
の
制
度
で
あ
っ
た
た
め
、
当

初
は
願
い
出
れ
ば
い
く
ら
で
も
増
や
さ

れ
る
も
の
で
し
た
が
、
寛か
ん

政せ
い

八
（
一
七

九
六
）
年
、
尾
張
の
瀬
戸
・
赤
津
・
水

野
村
の
窯
屋
が
美
濃
窯
屋
の
差
し
止
め

（
営
業
中
止
）
を
笠
松
陣
屋
に
訴
え
た
の

を
契
機
に
、
窯
株
は
窯
数
を
制
限
す
る

制
度
に
変

わ
り
ま
し

た
。
笠
松

陣
屋
は
差

し
止
め
訴

訟
自
体
は

退
け
た
も

の
の
、
窯

数
の
増
加

は
販
売
競

争
を
招
き

共
倒
れ
に

な
る
と
の
尾
張
側
の
主
張
を
考
慮
し
て
、

今
後
は
窯
の
新
設
を
禁
止
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
窯
株
は
既
得
の
権
利
と
し

て
売
買
・
貸
借
の
対
象
に
な
り
ま
し
た
。

　
文ぶ
ん

化か―

文ぶ
ん

政せ
い

年
間
（
一
八
〇
四
〜
三

〇
）
に
磁
器
の
技
術
が
導
入
さ
れ
生
産

が
始
め
ら
れ
る
と
、
東
濃
の
製
陶
業
は

再
び
活
況
を
呈
し
ま
す
。
好
況
下
で
、

笠
松
陣
屋
が
一
部
新
規
の
窯
株
を
認
め

た
り
、
私
領
（
旗
本
領
）
で
窯
が
増
え

る
な
ど
し
た
た
め
、
窯
株
制
度
は
有
名

無
実
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

土
岐
騒
動
と
陶
磁
器
産
業
の

発
展（
近・現
代
）

　
明
治
新
政
府
が
発
足
し
た
直
後
の
明

治
二
（
一
八
六
九
）
年
七
月
、
下
石
村
・

妻
木
村
の
村
人
を
中
心
と
し
た
郡
内
一

五
〇
〇
人
余
が
、
米
の
安
売
り
を
要
求

し
、
豪
農
・
米
穀
商
な
ど
を
襲
い
打
ち

毀
し
を
行
い
ま
し
た
。
騒
動
は
名
古
屋

藩
（
尾
張
藩
）・
岩
村
藩
そ
の
他
諸
家
が

兵
を
出
し
て
鎮
圧
し
ま
し
た
。
笠
松
県

の
報
告
書
で
は
、
陶
器
業
の
不
況
に
加

え
米
価
・
物
価
の
高
騰
が
、
零
細
陶
器

職
の
生
活
を
圧
迫
し
た
こ
と
が
原
因
と

し
て
お
り
、
こ
の
頃
す
で
に
賃
金
労
働

者
化
し
た
陶
工
が
多
か
っ
た
実
態
が
う

か
が
わ
れ
ま
す
。

　
明
治
に
な
っ
て
陶
磁
器
生
産
の
制
約

が
な
く
な
る
と
、
土
岐
市
の
窯
数
・
生

産
額
は
急
増
し
、
地
域
の
主
要
産
業
と

な
り
ま
す
が
、
そ
の
生
産
形
態
は
、
仲

買
商
が
原
料
か
ら
販
売
ま
で
管
理
す
る

「
注
文
焼
」
と
い
う
生
産
者
が
弱
い
立
場

に
置
か
れ
た
形
態
で
、
一
戸
の
職
工
人

数
が
二
〜
三
人
と
い
う
零
細
な
家
内
工

業
が
多
数
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

　
東
濃
の
陶
磁
器
産
業
は
、
好
・
不
況

に
よ
る
浮
沈
は
あ
っ
た
も
の
の
、
海
外

市
場
開
拓
な
ど
の
努
力
や
、
明
治
四
四

（
一
九
一
一
）
年
、
国
鉄
中
央
本
線
の
全

線
開
通
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
発
展
し
、

全
国
最
大
の
生
産
地
と
な
り
ま
し
た
。

戦
後
も
地
域
の
主
要
産
業
と
し
て
発
展

を
続
け
、
昭
和
四
〇（
一
九
六
五
）
年
の

土
岐
市
の
産
業
別
人
口
比
は
、
第
一
次

産
業
五
・
五
％
・
第
二
次
産
業
六
一
％
・

第
三
次
産
業
三
三
・
五
％
で
、
第
二
次

産
業
の
う
ち
製
陶
業
関
係
が
八
七
％
を

占
め
て
い
ま
す
。

　
製
造
種
目
で
は
、
従
来
か
ら
の
和
食

器
に
加
え
、
洋
食
器
・
タ
イ
ル
の
伸
び

が
目
立
ち
、
多
様
化
が
進
み
ま
し
た
。

ま
た
、
輸
出
が
急
増
し
、
昭
和
四
五
年

に
は
輸
出
額
が
全
体
の
四
三
％
を
占
め

ま
し
た
。
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年

か
ら
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
急
激
な
円

高
は
、
こ
の
地
域
の
陶
磁
器
産
業
に
も

大
き
な
打
撃
と
な
り
ま
し
た
が
、
製
品

の
差
別
化
や
技
術
革
新
に
よ
っ
て
乗
り

越
え
て
き
ま
し
た
。

　
陶
磁
器
産
業
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き

た
土
岐
市
で
す
が
、
近
年
は
交
通
の
利

便
性
向
上
に
よ
っ
て
、
平
成
一
七
（
二

〇
〇
五
）
年
、
大
型
商
業
施
設
の
開
業
、

平
成
二
七
年
に
は
複
合
商
業
施
設
「
テ

ラ
ス
ゲ
ー
ト
土
岐
」
が
開
業
す
る
な
ど

商
業
都
市
と
し
て
の
側
面
も
強
く
な
っ

て
い
ま
す
。
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地
域
の
歴
史

　岐
阜
県
土
岐
市
は
、
良
質
な
陶
土
に
恵
ま
れ
、
古
来
か
ら
窯

業
が
盛
ん
な
地
域
で
し
た
。
近
年
は
、
単
一
産
業
依
存
か
ら
の

脱
却
に
取
り
組
み
、
充
実
し
た
交
通
網
を
活
か
し
て
商
業
都
市

と
し
て
も
発
展
し
て
い
ま
す
。

　
岐
阜
県
の
南
東
部
に
位
置
す
る
土
岐

市
は
、
南
は
山
地
を
隔
て
て
愛
知
県
瀬

戸
市
・
豊
田
市
と
接
す
る
県
境
と
な
っ

て
い
ま
す
。
市
域
の
七
六
％
が
丘
陵
地

で
、北
部
を
西
流
す
る
土
岐
川（
庄
内
川
）

沿
い
の
盆
地
が
市
の
中
心
地
と
な
っ
て

お
り
、
南
方
か
ら
流
れ
て
土
岐
川
に
合

流
す
る
妻つ
ま

木ぎ

川
・
肥ひ

田だ

川
沿
い
の
盆
地

に
も
集
落
が
発
達
し
て
い
ま
す
。

　
土
岐
川
に
沿
っ
て
走
る
国
道
一
九

号
・Ｊ
Ｒ
中
央
本
線
が
主
要
交
通
で
、

北
部
丘
陵
地
に
中
央
自
動
車
道
土
岐

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
、
南
部
に
東
海

環
状
自
動
車
道
土
岐
南
多
治
見
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
あ
り
ま
す
。
古
来

よ
り
東
濃
窯

業
地
帯
を
代

表
す
る
地
域

と
し
て
知
ら

れ
て
お
り
、

陶
磁
器
産
業

を
中
心
と
し

た
工
業
都
市

と
し
て
発
展

し
て
き
ま
し

た
。

土
岐
古
墳
群
と
礪
杵
評（
古
代
）

　
土
岐
市
内
で
は
五
六
基
の
古
墳
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
四
四
基
が

土
岐
川
北
岸
の
丘
陵
斜
面
に
集
中
し
て

い
ま
す
。
こ
の
古
墳
群
は
、
い
ず
れ
も

後
期
古
墳
に
属
す
る
六―

七
世
紀
の
比

較
的
小
規
模
な
古
墳
で
、
中
心
は
久く

尻じ
り

清せ
い

安あ
ん

寺じ

東
方
の
乙お
つ

塚づ
か

古
墳
と
そ
の
北
西

に
あ
る
段だ
ん

尻じ
り

巻ま
き

古
墳
で
、
共
に
国
の
史

跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
乙
塚
古
墳

に
は
、
第
一
二
代
景け
い

行こ
う

天
皇
の
泳く
ぐ
り

宮の
み
や

行

幸
の
際
に
見
染
め
ら
れ
た
、
八や

坂さ
か

入の
い
り

彦ひ
こ
の

命み
こ
と

の
娘
弟お
と

媛ひ
め

が
葬
ら
れ
た
と
い
う
伝
説

が
あ
り
ま
す
。

　
土
岐
の
地
名
は
、『
日
本
書
紀
』天て
ん

武む

天て
ん

皇の
う

五
（
六

七
六
）
年
の

条
に「
礪と

杵き

評こ
お
り

（
郡
）」
と
あ

る
の
が
初
出

で
す
。
土
岐

郡
に
は
六
郷

が
あ
り
ま
し

た
が
、
当
市

域
で
は
楢
原

郷
が
北
部
の
土
岐
津
・
肥
田
・
泉
地
区

辺
り
、
余あ
ま
り

戸べ

郷
が
南
西
部
の
下お

石ろ
し

・
妻

木
地
区
辺
り
に
あ
た
る
と
推
定
す
る
説

が
有
力
で
す
。

土
岐
頼
貞
と
定
林
寺（
中
世
）

　
清
和
源
氏
の
流
れ
を
汲
む
美
濃
源
氏

は
土
岐
郡
に
本
拠
を
構
え
七
代
光
信
か

ら
土
岐
氏
を
名
乗
り
ま
し
た
。
鎌
倉
幕

府
追
討
か
ら
南
北
朝
期
に
は
、土
岐
頼よ
り

貞さ
だ

が
足
利
尊
氏
に
与
し
て
活
躍
、
美
濃
守

護
に
任
じ
ら
れ
、
一
族
は
美
濃
国
内
各

所
に
根
づ
き
、
室
町
幕
府
を
支
え
る
有

力
な
武
士
団
を
形
成
し
ま
し
た
。

　
頼
貞
は
、
文
武
両
道
に
秀
で
た
人
物

で
、
歌
人
と
し
て
も
優
れ
勅
撰
和
歌
集

「
新し
ん

千せ
ん

載ざ
い

集し
ゅ
う

」「
玉ぎ
ょ
く

葉よ
う

集し
ゅ
う

」
に
歌
が
載
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
母
が
北
条
氏

出
身
で
あ
っ
た
た
め
、
若
い
頃
か
ら
鎌

倉
に
赴
き
、
高
僧
無む

学が
く

祖そ

元げ
ん

を
拝
し
禅

宗
に
深
く
帰
依
、
建け
ん

武む

年
間
（
一
三
三

四
〜
三
六
）
高
田
に
祖
元
を
開
山
と
す

る
瑞ず
い

雲う
ん

山ざ
ん

定じ
ょ
う

林り
ん

寺じ

を
創
建
し
ま
し
た
。

定
林
寺
は
、
禅
宗
寺
院
の
中
で
全
国
十

刹
中
第
八
位
の
寺
格
を
誇
り
、
八
〇
〇

メ
ー
ト
ル
四
方
の
敷
地
に
壮
大
な
大だ
い

伽が

藍ら
ん

が
構
築
さ
れ
た
大
寺
で
、
僧
堂
定
林

寺
の
名
声
は
全
国
に
と
ど
ろ
い
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
戦
国
時
代
に
放
火
に

よ
っ
て
焼
失
し
、
現
在
で
は
大
字
名
に

そ
の
名
を
残
す
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
頼
貞
は
土
岐
川
右
岸
に
大
富
館
を
構

え
、
土
岐
氏
の
本
拠
地
と
し
ま
し
た
。

か
つ
て
は
濠
跡
・
土
塁
・
石
垣
な
ど
の

遺
構
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
市
街
地
開

発
で
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
ま
し
た
。

窯
業
の
興
隆
と
窯
株
制（
近
世
）

　
東
濃
は
良
質
の
陶
土
が
産
出
さ
れ
る

窯
業
が
盛
ん
な
地
域
で
、
古
代
・
中
世

の
古
窯
跡
が
多
く
分
布
し
て
い
ま
す
。

一
六
世
紀
後
半
、
瀬
戸
か
ら
陶
工
が
移

住
し
て
古
瀬
戸
と
呼
ば
れ
る
上
質
な
陶

器
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
桃
山
時

代
に
は
、
志
野
・
織
部
に
代
表
さ
れ
る

芸
術
性
の
高
い
「
美
濃
桃
山
陶
」
が
隆

盛
を
極
め
ま
し
た
。
国
指
定
文
化
財
の

元
屋
敷
陶
器
窯
跡
は
、
慶け
い

長ち
ょ
う

一
〇（
一
六

〇
五
）
年
頃
、
美
濃
陶
祖
加
藤
景
延
が
、

東
濃
で
初
め
て
築
い
た
地
上
式
横
サ
マ

有
段
連
房
式
登の
ぼ
り

窯が
ま

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
陶
器
は
、
下
街
道
・
中
街

道
を
経
て
、
兼
山
湊
か
ら
木
曽
川
を
下

り
、
大
坂
・
江
戸
へ
運
ば
れ
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
茶
の
湯
の
衰

退
、
西
国
で
の
磁
器
生
産
の
開
始
、
尾

張
藩
の
瀬
戸
焼
保
護
政
策
な
ど
が
あ
っ

て
、
高
級
な
美
濃
焼
生
産
は
下
火
と
な

り
、
農
閑
余
業
に
よ
る
日
用
雑
器
の
生

産
に
移
行
し
ま
し
た
。

　
元げ
ん

禄ろ
く

年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）

に
笠
松
陣
屋
が
支
配
地
の
窯
数
を
調
べ

て
御ご

冥み
ょ
う

加が

永え
い

（
税
）
を
課
し
、
以
後
無

断
で
窯
を
作
る
こ
と
を
禁
じ
た
の
が
窯

株
制
度
の
始
ま
り
で
し
た
。
窯
株
は
課

税
の
た
め
の
制
度
で
あ
っ
た
た
め
、
当

初
は
願
い
出
れ
ば
い
く
ら
で
も
増
や
さ

れ
る
も
の
で
し
た
が
、
寛か
ん

政せ
い

八
（
一
七

九
六
）
年
、
尾
張
の
瀬
戸
・
赤
津
・
水

野
村
の
窯
屋
が
美
濃
窯
屋
の
差
し
止
め

（
営
業
中
止
）
を
笠
松
陣
屋
に
訴
え
た
の

を
契
機
に
、
窯
株
は
窯
数
を
制
限
す
る

制
度
に
変

わ
り
ま
し

た
。
笠
松

陣
屋
は
差

し
止
め
訴

訟
自
体
は

退
け
た
も

の
の
、
窯

数
の
増
加

は
販
売
競

争
を
招
き

共
倒
れ
に

な
る
と
の
尾
張
側
の
主
張
を
考
慮
し
て
、

今
後
は
窯
の
新
設
を
禁
止
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
窯
株
は
既
得
の
権
利
と
し

て
売
買
・
貸
借
の
対
象
に
な
り
ま
し
た
。

　
文ぶ
ん

化か―

文ぶ
ん

政せ
い

年
間
（
一
八
〇
四
〜
三

〇
）
に
磁
器
の
技
術
が
導
入
さ
れ
生
産

が
始
め
ら
れ
る
と
、
東
濃
の
製
陶
業
は

再
び
活
況
を
呈
し
ま
す
。
好
況
下
で
、

笠
松
陣
屋
が
一
部
新
規
の
窯
株
を
認
め

た
り
、
私
領
（
旗
本
領
）
で
窯
が
増
え

る
な
ど
し
た
た
め
、
窯
株
制
度
は
有
名

無
実
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

土
岐
騒
動
と
陶
磁
器
産
業
の

発
展（
近・現
代
）

　
明
治
新
政
府
が
発
足
し
た
直
後
の
明

治
二
（
一
八
六
九
）
年
七
月
、
下
石
村
・

妻
木
村
の
村
人
を
中
心
と
し
た
郡
内
一

五
〇
〇
人
余
が
、
米
の
安
売
り
を
要
求

し
、
豪
農
・
米
穀
商
な
ど
を
襲
い
打
ち

毀
し
を
行
い
ま
し
た
。
騒
動
は
名
古
屋

藩
（
尾
張
藩
）・
岩
村
藩
そ
の
他
諸
家
が

兵
を
出
し
て
鎮
圧
し
ま
し
た
。
笠
松
県

の
報
告
書
で
は
、
陶
器
業
の
不
況
に
加

え
米
価
・
物
価
の
高
騰
が
、
零
細
陶
器

職
の
生
活
を
圧
迫
し
た
こ
と
が
原
因
と

し
て
お
り
、
こ
の
頃
す
で
に
賃
金
労
働

者
化
し
た
陶
工
が
多
か
っ
た
実
態
が
う

か
が
わ
れ
ま
す
。

　
明
治
に
な
っ
て
陶
磁
器
生
産
の
制
約

が
な
く
な
る
と
、
土
岐
市
の
窯
数
・
生

産
額
は
急
増
し
、
地
域
の
主
要
産
業
と

な
り
ま
す
が
、
そ
の
生
産
形
態
は
、
仲

買
商
が
原
料
か
ら
販
売
ま
で
管
理
す
る

「
注
文
焼
」
と
い
う
生
産
者
が
弱
い
立
場

に
置
か
れ
た
形
態
で
、
一
戸
の
職
工
人

数
が
二
〜
三
人
と
い
う
零
細
な
家
内
工

業
が
多
数
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

　
東
濃
の
陶
磁
器
産
業
は
、
好
・
不
況

に
よ
る
浮
沈
は
あ
っ
た
も
の
の
、
海
外

市
場
開
拓
な
ど
の
努
力
や
、
明
治
四
四

（
一
九
一
一
）
年
、
国
鉄
中
央
本
線
の
全

線
開
通
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
発
展
し
、

全
国
最
大
の
生
産
地
と
な
り
ま
し
た
。

戦
後
も
地
域
の
主
要
産
業
と
し
て
発
展

を
続
け
、
昭
和
四
〇（
一
九
六
五
）
年
の

土
岐
市
の
産
業
別
人
口
比
は
、
第
一
次

産
業
五
・
五
％
・
第
二
次
産
業
六
一
％
・

第
三
次
産
業
三
三
・
五
％
で
、
第
二
次

産
業
の
う
ち
製
陶
業
関
係
が
八
七
％
を

占
め
て
い
ま
す
。

　
製
造
種
目
で
は
、
従
来
か
ら
の
和
食

器
に
加
え
、
洋
食
器
・
タ
イ
ル
の
伸
び

が
目
立
ち
、
多
様
化
が
進
み
ま
し
た
。

ま
た
、
輸
出
が
急
増
し
、
昭
和
四
五
年

に
は
輸
出
額
が
全
体
の
四
三
％
を
占
め

ま
し
た
。
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年

か
ら
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
急
激
な
円

高
は
、
こ
の
地
域
の
陶
磁
器
産
業
に
も

大
き
な
打
撃
と
な
り
ま
し
た
が
、
製
品

の
差
別
化
や
技
術
革
新
に
よ
っ
て
乗
り

越
え
て
き
ま
し
た
。

　
陶
磁
器
産
業
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き

た
土
岐
市
で
す
が
、
近
年
は
交
通
の
利

便
性
向
上
に
よ
っ
て
、
平
成
一
七
（
二

〇
〇
五
）
年
、
大
型
商
業
施
設
の
開
業
、

平
成
二
七
年
に
は
複
合
商
業
施
設
「
テ

ラ
ス
ゲ
ー
ト
土
岐
」
が
開
業
す
る
な
ど

商
業
都
市
と
し
て
の
側
面
も
強
く
な
っ

て
い
ま
す
。
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地
域
の
治
水
・
利
水
施
設

　土
岐
市
域
で
は
、
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
始
ま
っ
た
磁
器
生
産
で
、
山

地
の
荒
廃
が
進
み
大
規
模
な
砂
防
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
昭
和

四
〇
年
代
に
は
、
土
岐
川
の
白
濁
が
深
刻
に
な
っ
た
た
め
、
木
曽
川
を

水
源
と
す
る
東
濃
上
水
道
用
水
供
給
事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

幕
末
の
砂
防
工
事
と

東
濃
上
水
道
用
水
供
給
事
業

磁
器
生
産
の
興
隆
と
山
地
荒
廃

　
桃
山
時
代
に
、
絶
頂
期
を
迎
え
た
美

濃
焼
は
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
次
第
に

下
火
に
な
り
、
農
家
の
副
業
に
よ
る
生

活
雑
器
の
生
産
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま

し
た
。
長
く
低
迷
し
て
い
た
美
濃
焼
で

し
た
が
、
文ぶ
ん

化か―

文ぶ
ん

政せ
い

期
（
一
八
〇
四

〜
三
〇
）
以
降
、
磁
器
生
産
の
開
始
に

よ
っ
て
再
び
活
況
を
取
り
戻
し
ま
し

た
。
需
要
の
増
加
に
伴
い
新
し
い

窯
が
築
か
れ
、
文
政
期
に
は
天
領

に
八
、
私
領
（
旗
本
領
）
に
一
九

の
磁
器
を
焼
く
新
窯
が
あ
っ
た
と

も
言
わ
れ
、
窯
業
に
専
従
す
る
窯

屋
稼
人
も
増
え
て
い
ま
し
た
。

　
窯
業
が
盛
ん
に
な
る
と
、
陶
土

の
採
掘
や
燃
料
用
薪
材
の
伐
採
に

よ
っ
て
山
林
が
荒
廃
し
て
、
大
雨

が
降
る
と
土
砂
が
川
に
押
し
出
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
土
岐
川
（
庄

内
川
）
の
川
床
が
上
昇
し
、
洪
水

被
害
が
増
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
土
岐
市
域
で
は
、
特
に
土
岐
口

村
付
近
の
山
々
の
荒
廃
が
深
刻
で

し
た
。
磁
器
生
産
の
先
進
地
・
有
田
で

は
、
素
地
土
の
原
料
に
陶
石
を
使
っ
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
地
域
で
は
陶
石
は

産
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
美

濃
焼
で
は
、
蛙が
え
ろ

目め

粘
土
・
長
石
・
珪
石

な
ど
を
調
合
し
て
素
地
土
と
し
て
使
用

し
ま
し
た
。
蛙
目
粘
土
は
、
可
塑
性
・

耐
火
性
に
優
れ
、
当
地
域
で
の
磁
器
生

産
の
主
要
な
原
料
で
、
主
に
土
岐
口

村
・
下
石
村
で
採
掘
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
磁
器
の
染
付
の
絵
薬
に
は
、

紺こ
ん

青じ
ょ
う

（
呉ご

須す

）
が
使
わ
れ
、
こ
れ
も
土

岐
口
村
で
多
く
採
取
さ
れ
ま
し
た
。
最

初
は
大
雨
で
押
し
出
さ
れ
た
石
礫
の
中

か
ら
拾
っ
て
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
ツ

ル
ハ
シ
・
ジ
ョ
レ
ン
を
用
い
て
掘
り
取

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に

専
従
の
紺
青
稼
が
現
れ
毎
日
数
十
人
が

働
く
よ
う
に
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
山
林

が
荒
れ
、
妻
木
川
が
氾
濫
し
て
田
地
に

土
砂
が
入
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。

　
こ
の
状
況
に
笠
松
陣
屋
は
、
天て
ん

保ぽ
う

元

（
一
八
三
〇
）
年
頃
に
現
地
調
査
を
行

い
、
石
掘
取
り
を
行
っ
て
い
た
者
を
庄

屋
宅
に
集
め
て
叱
責
の
上
、
紺
青
掘
を

差
し
止
め
ま
し
た
。
こ
の
通
達
は
し
ば

ら
く
は
守
ら
れ
ま
し
た
が
、
年
月
が
経

つ
と
採
石
に
入
る
者
が
あ
っ
て
山
林
が

荒
れ
た
の
で
、
十
数
年
後
の
弘こ
う

化か

・
嘉か

永え
い

頃
に
再
び
紺
青
と
蛙
目
粘
土
の
採
取

を
禁
止
と
し
ま
し
た
。

幕
末
の
石
砂
留
自
普
請

　
安あ
ん

政せ
い

二
（
一
八
五
五
）
年
七
月
三
〇

日
土
岐
川
が
氾
濫
し
、
沿
川
の
村
々
で

家
屋
・
田
畑
が
流
失
す
る
大
災
害
が
起

こ
り
ま
し
た
。
土
岐
川
は
以
前
か
ら

度
々
氾
濫
し
て
水
害
が
続
い
て
お
り
、

そ
の
主
な
要
因
が
窯
業
に
関
わ
る
山
地

の
荒
廃
に
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
っ
た
の

で
、
翌
三
年
四
月
、
笠
松
陣
屋
は
現
地

視
察
の
上
、
土
岐
口
村
・
下お
ろ

石し

村
・
高

山
村
・
久く

尻じ
り

村
・
小お

里り

村
（
瑞
浪
市
）・

多
治
見
村
（
多
治
見
市
）
に
、
窯
業
事

業
者
に
よ
る
石
砂
留
自
普
請
を
申
し
付

け
ま
し
た
。

　
普
請
の
規
模
か
ら
本
来
な
ら
公
儀
普

請
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
を
自
普
請
と
す

る
理
由
を
笠
松
陣
屋
は
、
「
公
儀
普
請

と
な
れ
ば
、
今
後
の
山
々
の
取
締
り
は

一
層
厳
し
く
な
り
、
粘
土
・
絵
薬
の
採

取
が
禁
止
さ
れ
、
窯
稼
ぎ
が
困
難
に
な

る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
ま
た
、
自
普

請
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
（
窯
業
事
業

者
が
）
願
い
出
て
い
た
私
領
の
新
規
窯

差
し
止
め
が
、
（
公
儀
の
力
で
）
す
ぐ

に
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
ま

す
。
以
前
か
ら
窯
業
事
業
者
は
、
笠
松

陣
屋
の
管
轄
外
で
あ
る
私
領
で
新
規
窯

が
増
え
る
こ
と
に
危
機
感
を
持
ち
、
そ

の
差
し
止
め
を
強
く
求
め
て
い
ま
し

た
。
窯
業
事
業
者
に
と
っ
て
、
自
普
請

は
大
き
な
負
担
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か

で
し
た
が
、
窯
業
存
続
の
た
め
に
は
、

こ
の
申
し
付
け
を
受
け
入
れ
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
工
事
計
画
で
は
、
施
工
箇
所
が
六
五

九
箇
所
・
堰
堤
総
延
長
約
八
四
〇
〇
間

（
一
五
，
一
三
〇
ｍ
）
に
及
び
、
個
々

の
工
事
は
大
き
く
は
な
い
も
の
の
、
広

域
に
わ
た
る
大
事
業
で
し
た
。
普
請
の

費
用
は
、
陶
業
稼
・
砂
石
水
車
稼
・
絵

薬
紺
青
稼
な
ど
が
分
担
し
、
陣
屋
に
上

納
し
ま
し
た
。
水
車
稼
は
、
水
車
を
利

用
し
て
、
磁
器
生
産
に
必
要
な
長
石
・

珪
石
を
砕
い
た
り
、
蛙
目
粘
土
か
ら
不

純
物
を
取
り
除
く
職
種
で
す
。
こ
の

他
、
村
々
の
有
力
者
が
特
別
調
達
金
を

上
納
し
ま
し
た
。

　
工
事
は
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年

一
一
月
に
各
村
々
で
と
り
か
か
り
、
翌

年
三
月
に
完
成
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

同
年
八
月
の
大
雨
で
、
工
事
し
た
杭
堰

な
ど
が
流
さ
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
九
月

に
よ
り
堅
固
に
す
る
再
普
請
を
行
い
ま

し
た
。
以
後
、
毎
年
の
よ
う
に
補
強
工

事
が
行
わ
れ
慶
応
年
間
に
至
り
ま
し

た
。土

岐
川
の
白
濁
と

木
曽
川
か
ら
の
導
水

　
明
治
以
降
も
地
域
の
発
展
の
原
動
力

と
な
っ
て
き
た
陶
磁
器
産
業
で
す
が
、

一
方
で
、
採
掘
し
た
陶
土
に
水
を
加
え

て
撹
拌
し
砂
・
粘
土
に
よ
り
分
け
る
工

程
で
排
出
さ
れ
る
廃
水
が
、
「
白
い

川
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
土
岐
川
の
水
質

を
悪
化
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
四
五

（
一
九
七
〇
）
年
頃
に
は
、
浄
水
機
能

の
限
界
を
越
え
て
水
道
水
へ
の
利
用
に

支
障
が
で
る
ま
で
に
汚
染
が
進
み
ま
し

た
。

　
さ
ら
に
東
濃
地
域
は
、
地
域
経
済
の

成
長
に
伴
っ
て
水
道
水
需
要
の
増
大
が

予
測
さ
れ
た
の
で
、
安
定
し
た
水
源
の

確
保
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
状
況
に
土
岐
市
・
多
治
見
市
・

瑞
浪
市
・
中
津
川
市
・
恵
那
市
・
笠
原

町
（
現
多
治
見
市
）
は
、
岐
阜
県
に
共

同
水
源
に
よ
る
広
域
水
道
事
業
の
実
現

を
要
望
し
ま
し
た
。
昭
和
四
五
（
一
九

七
〇
）
年
、
県
は
木
曽
川
か
ら
導
水
し

て
五
市
一
町
に
供
給
す
る
東
濃
上
水
道

用
水
供
給
事
業
の
建
設
計

画
を
発
表
、
同
五
一
（
一

九
七
六
）
年
か
ら
供
給
を

開
始
し
ま
し
た
。

　
平
成
一
五
年
度
、
東
濃

上
水
道
用
水
供
給
事
業

は
、
同
時
期
に
運
用
開
始

さ
れ
た
飛
騨
川
か
ら
取
水

す
る
加
茂
水
道
用
水
供
給

事
業
と
事
業
統
合
し
、
岐

阜
県
東
部
上
水
道
用
水
供

給
事
業
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
一
六
年
度
か
ら
は
、

二
つ
の
事
業
区
間
を
結
ぶ

東
濃
西
部
送
水
幹
線
建
設

に
着
手
、
同
二
四
年
度
に

完
成
し
ま
し
た
。

大
容
量
送
水
管
整
備

事
業
の
始
ま
り

　
東
日
本
大
震
災
の
よ
う

に
大
き
な
地
震
災
害
が
起

き
る
と
、
し
ば
し
ば
断
水
が
発
生
し

て
、
市
民
生
活
に
甚
大
な
支
障
が
出
る

こ
と
が
あ
り
、
改
め
て
水
道
の
重
要
性

が
認
識
さ
れ
ま
す
。
災
害
時
に
生
活
へ

の
影
響
を
出
来
る
か
ぎ
り
小
さ
く
す
る

た
め
に
は
、
少
し
で
も
多
く
応
急
給
水

用
の
水
を
確
保
し
、
身
近
な
場
所
に
応

急
給
水
施
設
を
整
備
す
る
な
ど
、
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
の
強
化
が
必
要
で
す
。

　
岐
阜
県
東
部
上
水
道
用
水
供
給
事
業

で
は
、
大
地
震
に
備
え
て
「
大
容
量
送

水
管
整
備
事
業
」
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
大
容
量
送
水
管
は
、
緊
急
時
に
対
応

す
る
た
め
の
貯
留
機
能
を
合
わ
せ
も
っ

た
水
道
管
で
、
管
の
途
中
に
設
け
ら
れ

た
緊
急
遮
断
弁
を
閉
じ
る
こ
と
で
、
管

の
中
に
水
を
貯
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
大
規
模
地
震
発
生
時
に

は
、
大
容
量
送
水
管
内
に
貯
め
た
水
道

水
を
使
う
こ
と
で
、
地
震
発
生
直
後
か

ら
住
民
の
身
近
な
場
所
で
、
応
急
給
水

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
運
用
開
始
か
ら
四
〇
年
が
経

っ
て
、
既
設
の
水
道
管
の
多
く
で
老
朽

化
が
進
み
、
漏
水
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
一
部
の
古
い
水
道
管

は
、
耐
震
性
が
十
分
で
な
く
、
震
災
時

の
漏
水
事
故
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
大
容

量
送
水
管
は
、
漏
水
し
た
時
に
、
管
内

に
貯
水
し
て
応
急
給
水
を
行
っ
た
り
、

漏
水
箇
所
を
迂
回
す
る
水
道
管
と
し
て

下
流
の
断
水
を
防
ぐ
役
割
を
し
ま
す
。

　
大
容
量
送
水
管
整
備
事
業
は
、
平
成

二
三
・
二
四
年
度
に
設
計
を
行
い
、
同

二
五
年
度
よ
り
、
緊
急
性
の
高
い
地
区

か
ら
順
次
建
設
に
着
手
し
て
い
ま
す
。
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史
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地
域
の
治
水
・
利
水
施
設

　土
岐
市
域
で
は
、
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
始
ま
っ
た
磁
器
生
産
で
、
山

地
の
荒
廃
が
進
み
大
規
模
な
砂
防
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
昭
和

四
〇
年
代
に
は
、
土
岐
川
の
白
濁
が
深
刻
に
な
っ
た
た
め
、
木
曽
川
を

水
源
と
す
る
東
濃
上
水
道
用
水
供
給
事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

幕
末
の
砂
防
工
事
と

東
濃
上
水
道
用
水
供
給
事
業

磁
器
生
産
の
興
隆
と
山
地
荒
廃

　
桃
山
時
代
に
、
絶
頂
期
を
迎
え
た
美

濃
焼
は
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
次
第
に

下
火
に
な
り
、
農
家
の
副
業
に
よ
る
生

活
雑
器
の
生
産
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま

し
た
。
長
く
低
迷
し
て
い
た
美
濃
焼
で

し
た
が
、
文ぶ
ん

化か―

文ぶ
ん

政せ
い

期
（
一
八
〇
四

〜
三
〇
）
以
降
、
磁
器
生
産
の
開
始
に

よ
っ
て
再
び
活
況
を
取
り
戻
し
ま
し

た
。
需
要
の
増
加
に
伴
い
新
し
い

窯
が
築
か
れ
、
文
政
期
に
は
天
領

に
八
、
私
領
（
旗
本
領
）
に
一
九

の
磁
器
を
焼
く
新
窯
が
あ
っ
た
と

も
言
わ
れ
、
窯
業
に
専
従
す
る
窯

屋
稼
人
も
増
え
て
い
ま
し
た
。

　
窯
業
が
盛
ん
に
な
る
と
、
陶
土

の
採
掘
や
燃
料
用
薪
材
の
伐
採
に

よ
っ
て
山
林
が
荒
廃
し
て
、
大
雨

が
降
る
と
土
砂
が
川
に
押
し
出
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
土
岐
川
（
庄

内
川
）
の
川
床
が
上
昇
し
、
洪
水

被
害
が
増
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
土
岐
市
域
で
は
、
特
に
土
岐
口

村
付
近
の
山
々
の
荒
廃
が
深
刻
で

し
た
。
磁
器
生
産
の
先
進
地
・
有
田
で

は
、
素
地
土
の
原
料
に
陶
石
を
使
っ
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
地
域
で
は
陶
石
は

産
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
美

濃
焼
で
は
、
蛙が
え
ろ

目め

粘
土
・
長
石
・
珪
石

な
ど
を
調
合
し
て
素
地
土
と
し
て
使
用

し
ま
し
た
。
蛙
目
粘
土
は
、
可
塑
性
・

耐
火
性
に
優
れ
、
当
地
域
で
の
磁
器
生

産
の
主
要
な
原
料
で
、
主
に
土
岐
口

村
・
下
石
村
で
採
掘
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
磁
器
の
染
付
の
絵
薬
に
は
、

紺こ
ん

青じ
ょ
う

（
呉ご

須す

）
が
使
わ
れ
、
こ
れ
も
土

岐
口
村
で
多
く
採
取
さ
れ
ま
し
た
。
最

初
は
大
雨
で
押
し
出
さ
れ
た
石
礫
の
中

か
ら
拾
っ
て
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
ツ

ル
ハ
シ
・
ジ
ョ
レ
ン
を
用
い
て
掘
り
取

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に

専
従
の
紺
青
稼
が
現
れ
毎
日
数
十
人
が

働
く
よ
う
に
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
山
林

が
荒
れ
、
妻
木
川
が
氾
濫
し
て
田
地
に

土
砂
が
入
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。

　
こ
の
状
況
に
笠
松
陣
屋
は
、
天て
ん

保ぽ
う

元

（
一
八
三
〇
）
年
頃
に
現
地
調
査
を
行

い
、
石
掘
取
り
を
行
っ
て
い
た
者
を
庄

屋
宅
に
集
め
て
叱
責
の
上
、
紺
青
掘
を

差
し
止
め
ま
し
た
。
こ
の
通
達
は
し
ば

ら
く
は
守
ら
れ
ま
し
た
が
、
年
月
が
経

つ
と
採
石
に
入
る
者
が
あ
っ
て
山
林
が

荒
れ
た
の
で
、
十
数
年
後
の
弘こ
う

化か

・
嘉か

永え
い

頃
に
再
び
紺
青
と
蛙
目
粘
土
の
採
取

を
禁
止
と
し
ま
し
た
。

幕
末
の
石
砂
留
自
普
請

　
安あ
ん

政せ
い

二
（
一
八
五
五
）
年
七
月
三
〇

日
土
岐
川
が
氾
濫
し
、
沿
川
の
村
々
で

家
屋
・
田
畑
が
流
失
す
る
大
災
害
が
起

こ
り
ま
し
た
。
土
岐
川
は
以
前
か
ら

度
々
氾
濫
し
て
水
害
が
続
い
て
お
り
、

そ
の
主
な
要
因
が
窯
業
に
関
わ
る
山
地

の
荒
廃
に
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
っ
た
の

で
、
翌
三
年
四
月
、
笠
松
陣
屋
は
現
地

視
察
の
上
、
土
岐
口
村
・
下お
ろ

石し

村
・
高

山
村
・
久く

尻じ
り

村
・
小お

里り

村
（
瑞
浪
市
）・

多
治
見
村
（
多
治
見
市
）
に
、
窯
業
事

業
者
に
よ
る
石
砂
留
自
普
請
を
申
し
付

け
ま
し
た
。

　
普
請
の
規
模
か
ら
本
来
な
ら
公
儀
普

請
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
を
自
普
請
と
す

る
理
由
を
笠
松
陣
屋
は
、
「
公
儀
普
請

と
な
れ
ば
、
今
後
の
山
々
の
取
締
り
は

一
層
厳
し
く
な
り
、
粘
土
・
絵
薬
の
採

取
が
禁
止
さ
れ
、
窯
稼
ぎ
が
困
難
に
な

る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
ま
た
、
自
普

請
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
（
窯
業
事
業

者
が
）
願
い
出
て
い
た
私
領
の
新
規
窯

差
し
止
め
が
、
（
公
儀
の
力
で
）
す
ぐ

に
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
ま

す
。
以
前
か
ら
窯
業
事
業
者
は
、
笠
松

陣
屋
の
管
轄
外
で
あ
る
私
領
で
新
規
窯

が
増
え
る
こ
と
に
危
機
感
を
持
ち
、
そ

の
差
し
止
め
を
強
く
求
め
て
い
ま
し

た
。
窯
業
事
業
者
に
と
っ
て
、
自
普
請

は
大
き
な
負
担
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か

で
し
た
が
、
窯
業
存
続
の
た
め
に
は
、

こ
の
申
し
付
け
を
受
け
入
れ
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
工
事
計
画
で
は
、
施
工
箇
所
が
六
五

九
箇
所
・
堰
堤
総
延
長
約
八
四
〇
〇
間

（
一
五
，
一
三
〇
ｍ
）
に
及
び
、
個
々

の
工
事
は
大
き
く
は
な
い
も
の
の
、
広

域
に
わ
た
る
大
事
業
で
し
た
。
普
請
の

費
用
は
、
陶
業
稼
・
砂
石
水
車
稼
・
絵

薬
紺
青
稼
な
ど
が
分
担
し
、
陣
屋
に
上

納
し
ま
し
た
。
水
車
稼
は
、
水
車
を
利

用
し
て
、
磁
器
生
産
に
必
要
な
長
石
・

珪
石
を
砕
い
た
り
、
蛙
目
粘
土
か
ら
不

純
物
を
取
り
除
く
職
種
で
す
。
こ
の

他
、
村
々
の
有
力
者
が
特
別
調
達
金
を

上
納
し
ま
し
た
。

　
工
事
は
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年

一
一
月
に
各
村
々
で
と
り
か
か
り
、
翌

年
三
月
に
完
成
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

同
年
八
月
の
大
雨
で
、
工
事
し
た
杭
堰

な
ど
が
流
さ
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
九
月

に
よ
り
堅
固
に
す
る
再
普
請
を
行
い
ま

し
た
。
以
後
、
毎
年
の
よ
う
に
補
強
工

事
が
行
わ
れ
慶
応
年
間
に
至
り
ま
し

た
。土

岐
川
の
白
濁
と

木
曽
川
か
ら
の
導
水

　
明
治
以
降
も
地
域
の
発
展
の
原
動
力

と
な
っ
て
き
た
陶
磁
器
産
業
で
す
が
、

一
方
で
、
採
掘
し
た
陶
土
に
水
を
加
え

て
撹
拌
し
砂
・
粘
土
に
よ
り
分
け
る
工

程
で
排
出
さ
れ
る
廃
水
が
、
「
白
い

川
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
土
岐
川
の
水
質

を
悪
化
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
四
五

（
一
九
七
〇
）
年
頃
に
は
、
浄
水
機
能

の
限
界
を
越
え
て
水
道
水
へ
の
利
用
に

支
障
が
で
る
ま
で
に
汚
染
が
進
み
ま
し

た
。

　
さ
ら
に
東
濃
地
域
は
、
地
域
経
済
の

成
長
に
伴
っ
て
水
道
水
需
要
の
増
大
が

予
測
さ
れ
た
の
で
、
安
定
し
た
水
源
の

確
保
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
状
況
に
土
岐
市
・
多
治
見
市
・

瑞
浪
市
・
中
津
川
市
・
恵
那
市
・
笠
原

町
（
現
多
治
見
市
）
は
、
岐
阜
県
に
共

同
水
源
に
よ
る
広
域
水
道
事
業
の
実
現

を
要
望
し
ま
し
た
。
昭
和
四
五
（
一
九

七
〇
）
年
、
県
は
木
曽
川
か
ら
導
水
し

て
五
市
一
町
に
供
給
す
る
東
濃
上
水
道

用
水
供
給
事
業
の
建
設
計

画
を
発
表
、
同
五
一
（
一

九
七
六
）
年
か
ら
供
給
を

開
始
し
ま
し
た
。

　
平
成
一
五
年
度
、
東
濃

上
水
道
用
水
供
給
事
業

は
、
同
時
期
に
運
用
開
始

さ
れ
た
飛
騨
川
か
ら
取
水

す
る
加
茂
水
道
用
水
供
給

事
業
と
事
業
統
合
し
、
岐

阜
県
東
部
上
水
道
用
水
供

給
事
業
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
一
六
年
度
か
ら
は
、

二
つ
の
事
業
区
間
を
結
ぶ

東
濃
西
部
送
水
幹
線
建
設

に
着
手
、
同
二
四
年
度
に

完
成
し
ま
し
た
。

大
容
量
送
水
管
整
備

事
業
の
始
ま
り

　
東
日
本
大
震
災
の
よ
う

に
大
き
な
地
震
災
害
が
起

き
る
と
、
し
ば
し
ば
断
水
が
発
生
し

て
、
市
民
生
活
に
甚
大
な
支
障
が
出
る

こ
と
が
あ
り
、
改
め
て
水
道
の
重
要
性

が
認
識
さ
れ
ま
す
。
災
害
時
に
生
活
へ

の
影
響
を
出
来
る
か
ぎ
り
小
さ
く
す
る

た
め
に
は
、
少
し
で
も
多
く
応
急
給
水

用
の
水
を
確
保
し
、
身
近
な
場
所
に
応

急
給
水
施
設
を
整
備
す
る
な
ど
、
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
の
強
化
が
必
要
で
す
。

　
岐
阜
県
東
部
上
水
道
用
水
供
給
事
業

で
は
、
大
地
震
に
備
え
て
「
大
容
量
送

水
管
整
備
事
業
」
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
大
容
量
送
水
管
は
、
緊
急
時
に
対
応

す
る
た
め
の
貯
留
機
能
を
合
わ
せ
も
っ

た
水
道
管
で
、
管
の
途
中
に
設
け
ら
れ

た
緊
急
遮
断
弁
を
閉
じ
る
こ
と
で
、
管

の
中
に
水
を
貯
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
大
規
模
地
震
発
生
時
に

は
、
大
容
量
送
水
管
内
に
貯
め
た
水
道

水
を
使
う
こ
と
で
、
地
震
発
生
直
後
か

ら
住
民
の
身
近
な
場
所
で
、
応
急
給
水

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
運
用
開
始
か
ら
四
〇
年
が
経

っ
て
、
既
設
の
水
道
管
の
多
く
で
老
朽

化
が
進
み
、
漏
水
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
一
部
の
古
い
水
道
管

は
、
耐
震
性
が
十
分
で
な
く
、
震
災
時

の
漏
水
事
故
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
大
容

量
送
水
管
は
、
漏
水
し
た
時
に
、
管
内

に
貯
水
し
て
応
急
給
水
を
行
っ
た
り
、

漏
水
箇
所
を
迂
回
す
る
水
道
管
と
し
て

下
流
の
断
水
を
防
ぐ
役
割
を
し
ま
す
。

　
大
容
量
送
水
管
整
備
事
業
は
、
平
成

二
三
・
二
四
年
度
に
設
計
を
行
い
、
同

二
五
年
度
よ
り
、
緊
急
性
の
高
い
地
区

か
ら
順
次
建
設
に
着
手
し
て
い
ま
す
。
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阜
県
』

昭
和
五
五
年

　角
川
書
店

石砂留自普請計画図（土岐口村分）大容量送水管計画ルート

追沢川現況

飛騨川美濃加茂市

富加町

川合取水口川合取水口

可児市

御嵩町

多治見市

土岐市

瑞浪市

旧東濃上水道用水供給事業

旧加茂水道用水
供給事業

恵那市

木曽川

土岐川

中津川市

川辺町

山
之
上
取
水
口

落合
取水場

大容量送水管施工予定時期
施工範囲 施工予定時期

第1期
第2期
第3・4期

盆　例

記　号 施設種別
取水場

既設 導・送水管
岐阜県東部上水道用水供給事業



5

歴
史
記
録

6

歴
史
記
録

刳
船
と
木
曽
三
川
で
使
用
さ
れ
た
川
船

一
．
は
じ
め
に

　
川
船
の
形
状
は
、
上
下
流
域
で
の
川

幅
や
水
深
さ
ら
に
流
勢
の
違
い
と
輸
送

物
資
に
合
わ
せ
て
、
大
き
く
異
な
っ
て

い
た
。

　
本
編
で
は
、
ま
ず
は
愛
西
市
諸
桑
町

で
出
土
し
た
丸
太
を
刳く

り
抜
い
て
造
っ

た
刳く
り

船ぶ
ね

に
触
れ
た
後
、
木
曽
三
川
で
主

に
用
い
ら
れ
た
船
の
構
造
に
つ
い
て
触

れ
る
。

二
．
諸
桑
の
古
舟

　
最
も
原
始
的
な
「
舟
」
は
丸
太
船
で

筏
も
丸
太
船
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の

後
、
二
つ
割
り
に
し
た
丸
太
を
刳
り
抜

い
た
「
刳
船
」
と
な
り
、
刳
船
に
接
ぎ

木
な
ど
を
施
し
た
「
半
構
造
船
（
準
構

造
船
）
」
か
ら
、
骨
組
み
と
板
に
よ
る

「
構
造
船
」
へ
と
進
化
し
た
。

　
天て
ん

保ぽ
う

九
（
一
八
三
八
）
年
閏
四
月
尾

張
国
海
東
郡
諸も
ろ

桑く
わ

村
（
愛
西
市
諸
桑

町
）
の
満ま
ん

成じ
ょ
う

寺じ

裏
の
隣
家
と
境
を
な
す

田
か
ら
、
長
さ
六
八
〜
八
〇
尺
（
二

〇
．
四
〜
二
四
ｍ
）
、
幅
五
〜
七
尺
程

（
一
．
五
〜
二
．
一
ｍ
）
のく

楠す
の
きの
刳
船

が
出
土
し
た
。
こ
の
古
船
は
六
年
後
に

発
行
さ
れ
た
尾
張
名
所
図
会
に
そ
の
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
古
船
の
分
断
さ
れ
た
木
片
は
、
田
の

持
ち
主
鈴
木
宅
に
四
片
と
満
成
寺
に
二

片
保
存
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
古
船
は
、

丸
太
を
軸
方
向
と
平
行
に
半
分
の
厚
さ

に
切
断
し
た
大
木
（
反は
ん

割わ

り
）
を
集
め

て
繋
い
だ
「
複
材
刳
船
」
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
複
材
刳

船
」
は
紀
元

三
・
四
世
紀

か
ら
一
三
世

紀
の
鎌
倉
時

代
ま
で
に
使

わ
れ
た
古
い

型
の
船
で
、

大
阪
の
鯰な
ま

江ず
え

川
と
鼬い
た
ち

川
で

発
掘
さ
れ
た
も
の
は
共
に
戦
災
で
焼
失

し
て
お
り
、
諸
桑
の
古
船
は
現
存
す
る

唯
一
の
物
で
あ
る
。

　
『
尾
張
名
所
図
会
』
に
「
三
ヶ
所
つ

き
（
ぎ
）
て
か
ん
ぬ
き
（
閂
）
を
も
っ

て
是
を
さ
す
」
と
、
閂
式
の
「
複
材
刳

船
」
の
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

記
載
が
見
ら
れ
る
。

　
石
井
謙
治
は
、
「
諸
桑
の
古
船
」
は

長
材
を
得
ら
れ
な
いく

樟す
の
きで
の
刳
船
の
た

め
、
三
ヶ
所
で
接
合
し
た
四
材
構
成
の

複
材
刳
船
か
ま
た
は
舷
側
板
を
付
け
た

半
構
造
船
（
海
舟
）
で
あ
っ
た
と
考
え

て
い
る
。

　
石
井
は
船
の
築
造
年
代
に
つ
い
て
、

「
古
墳
時
代
（
三
世
紀
中
頃
〜
七
世
紀

頃
）
末
期
当
り
に
比
定
で
き
る
」
と
の

松
本
信
廣
の
意
見
を
尊
重
し
つ
つ
も
、

複
材
刳
船
技
術
が
鎌
倉
時
代
（
一
一
八
五

〜
一
三
三
三
）
で
も
主
流
で
あ
っ
た
こ
と

を
重
視
し
て
、
築
造
年
代
を
「
鎌
倉
時

代
ま
で
下
げ
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
一
方
、
佐
屋
町
は
一
九
九
二
〜
九
三

年
度
に
か
け
て
二
回
、
古
船
の
木
片
調

査
（
放
射
性
炭
素
14
年
代
測
定
）
を

行
っ
た
。

　
こ
の
測
定
に
よ
る
と
、
木
片
年
代
は

Ｂ
．
Ｃ
．
一
五
〇
〇
±
一
三
〇
年
〜

Ａ
．
Ｄ
．
七
四
〇
±
一
二
〇
年
の
広
い

測
定
年
代
範
囲
中
に
Ｂ
．
Ｃ
．
二
〇
〇

年
前
後
の
測
定
値
が
四
個
集
中
し
て
い

た
。

　
石
田
泰
弘

は
こ
れ
ら
の

調
査
結
果
か

ら
、
木
片
年

代
の
ば
ら
つ

き
は
出
土
後

の
保
管
環
境

条
件
に
よ
る

と
し
、
木
片

の
分
析
年
代

が
古
船
の
建

造
時
期
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
し
な

が
ら
、
古
船
は
弥
生
時
代
（
Ｂ
．
Ｃ
．

三
世
紀
頃
〜
Ａ
．
Ｄ
．
三
世
紀
中
頃
）

中
期
頃
に
造
ら
れ
た
と
推
測
し
て
い

る
。

　
つ
ま
り
古
船
の
築
造
年
は
、
弥
生
時

代
（
石
田
）
、
古
墳
時
代
（
松
本
）
さ

ら
に
鎌
倉
時
代
（
石
井
）
と
、
極
め
て

幅
広
い
歴
史
の
流
れ
の
中
に
ま
だ
漂
っ

て
い
る
。
　三

．
川
船
の
構
造

（
一
）
鵜
飼
荷
船

　
正
倉
院
に
残
る
大
宝
二
（
七
〇
二
）

箱
作
り
に
似
て
舳
・
艫
わ
か
ち
が
た

し
。
両
頭
船
と
も
言
へ
し
。
近
国
の
も

の
、
此
船
を
云
て
、
と
も
が
お
も
て

か
、
お
も
て
が
と
も
か
、
と
い
へ

り
。
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
舳
が

高
く
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
へ
た
か

船
」
「
さ
さ
船
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
鵜
飼
形
船
の
特
徴
は
、
船
の
先
端
が

戸
立
型
で
二
枚
の
立
板
で
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
端
の
腕
の
下
に

こ
の
二
枚
の
縦
長
の
立
板
（
二
枚
立
板

又
は
二
枚
胴
と
言
う
）
が
左
前
に
鋭
角

に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
海
船
が
船
首
の

水み

押お
し

で
水
を
切
っ
て
進
む
の
に
対
し
、

鵜
飼
船
は
こ
の
立
板
の
下
に
水
を
取
り

込
み
、
押
さ
え
つ
け
る
よ
う
に
し
て
進

む 

。
（
二
）
四
ツ
乗
（
「
に
ご
は
ん
」
）

　
下
流
域
の
荷
舟
や
猟
舟
に
は
四
ツ
乗

り
（
「
に
ご
は
ん
」
）
が
使
わ
れ
た
。

　
四
ツ
乗
は
一
坪
（
六
尺
立
方
）
の
四

分
の
一
、
「
に
ご
は
ん
」
は
二
合
半
が

語
源
だ
と
い
う
。
ま
た
、
米
で
二
五
俵

積
め
る
舟
の
こ
と
だ
と
も
い
う
。

　
四
ツ
乗
は
流
れ
が
穏
や
か
な
地
域
で

行
動
し
や
す
い
構
造
の
舟
で
、
主
と
し

て
荷
舟
と
し

て
使
わ
れ
、

熱
田
方
面
ま

で
行
く
も
の

も
あ
っ
た
。

中
流
域
で

は
、
前
へ

つ
っ
こ
む
よ

う
に
な
る
の

で
向
い
て
い

な
い
と
い
う
。

　
鵜
飼
荷
船
と

決
定
的
に
違
う

点
は
立
板
が
一

枚
で
、
そ
り
上

が
っ
た
よ
う
な

形
状
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。
全
体
の
形

も
寸
胴
型
で
鵜

飼
形
の
よ
う
な
ほ
っ
そ
り
と
し
た
印
象

と
は
ま
っ
た
く
違
う
。
立
板
は
一
枚
と

い
っ
て
も
板
の
構
成
は
三
枚
か
ら
な
っ

て
い
る
。
こ
の
立
板
の
押
さ
え
で
舟
の

安
定
が
得
ら
れ
て
い
る
。
艫
は
す
っ
き

り
と
断
ち
き
ら
れ
た
よ
う
な
形
状
で
あ

る
。

（
三
）
平
田
船
と
高
瀬
船

　
平
田
船
は
艜ひ
ら
た

船
・
平
駄
船
・
比
良
太

舟
等
と
も
書
か
れ
、
高
瀬
船
よ
り
も
大

き
く
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か

け
て
多
く
用
い
ら
れ
た
。

　
長
さ
約
一
五
〜
二
四
ｍ
、
横
幅
三
〜

四
ｍ
の
吃
水
の
浅
い
川
船
で
、
船
首
に

水
押
が
あ
り
、
船
腹
に
根
棚
・
上
棚
の

二
枚
棚
、
船
尾
に
世せ
い

事じ

（
船
室
）
が
あ
っ

た
。
大
き
な
帆
柱
を
持
ち
、
主
に
帆
走

し
た
が
、
流
れ
の
速
い
上
り
の
場
合
、

曳
船
に
よ
っ
て
運
航
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
多
量
の
物
資
が
積
載
で
き
、
さ
ら

に
海
で
の
航
行
も
可
能
で
あ
る
た
め
、

大
河
川
の
河
口
部
付
近
で
用
い
ら
れ
た

船
で
あ
る 

。

　
船
の
造
り
に
関
し
て
、
平
田
船
は
船

首
下
部
が
鋭
角
的
な
水
押
造
り
と
し
、

二
階
造
り
の
船
体
で
、
長
さ
は
八
間
三

年
の
戸
籍
に
「
鵜
飼
部
」
の
語
が
す
で

に
み
ら
れ
、
岐
阜
県
の
鵜
飼
漁
は
ほ
ぼ

古
事
記
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。

 

鵜
飼
荷
船
は
鵜
飼
猟
の
船
で
は
な
く
物

資
輸
送
用
の
荷
船
で
あ
り
、
猟
船
の
鵜

飼
船
が
荷
船
用
に
改
良
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
鵜
飼
荷
船
の
築
造
技
術
は
、
天て
ん

正し
ょ
う

一

六
（
一
五
八
八
）
年
に
長
良
川
か
ら
木

曽
川
の
帷か
た

子び
ら

村
（
可
児
市
帷
子
）
に
移

入
さ
れ
、
大
脇
湊
（
可
児
市
土ど

田た

大

脇
）
は
木
曽
川
で
初
め
て
造
ら
れ
た
鵜

飼
荷
船
が
使
用
さ
れ
た
湊
で
あ
る
。

　
川
名
は
鵜
飼
船
と
鵜
飼
荷
船
の
違
い

に
つ
い
て
、
鵜
飼
荷
船
の
幅
は
荷
物
を

積
む
た
め
に
少
し
広
い
と
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
船
の
長
さ
と
積
載
量
に
つ

い
て
、
船
の
長
さ
は
二
間
〜
七
間
、
積

載
量
は
一
〇
石
積
〜
七
〇
石
積
と
幅
広

く
分
布
し
て
い
る
が
、
長
さ
で
は
三
間

が
最
も
多
く
次
に
四
間
〜
五
間
、
積
載

量
で
は
二
〇
石
が
最
も
多
く
次
に
三
〇

石
、
一
六
石
、
四
〇
石
積
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
な
お
、
和
船
の
積
載
量
一

石
は
一
〇
立
法
尺
で
、
木
材
の
容
積
単

位
石
（=

〇
．
二
七
八
㎥
）
と
同
じ
で

あ
る 

。

　
鵜
飼
荷
船
は
、
川
を
上
下
す
る
直
線

運
動
が
基
本
で
、
川
の
中
で
の
回
転
は

少
な
く
、
下
り
は
舳へ
さ
き

を
前
に
し
、
上
り

は
艫
を
前
に
し
て
進
め
る
こ
と
が
多

く
、
舳
と
艫
の
区
別
が
つ
か
な
い
。

　
宝ほ
う

暦れ
き

一
一
（
一
七
六
一
）
年
に
書
か

れ
た
『
和
漢
船
用
集
』
は
、
「
猟
船
の

鵜
飼
船
に
あ
ら
ず
。…

高
瀬
船
な
れ
ど

も
、
其
制
異
形
に
し
て
、
上
棚
な
く
、

尺
〜
一
三
間（
一
五
．五
〜
二
三
．六
ｍ
）、

幅
一
間
四
尺
〜
二
間
三
尺
（
三
〜
四
．

五
ｍ
）、
最
大
級
は
三
〇
〇
石
積
（
四
五

ト
ン
）
程
度
で
あ
る
。
一
方
、
高
瀬
船

は
船
首
が
平
坦
な
箱
型
い
わ
ゆ
る
戸と

立だ
て

造
り
と
し
、
一
枚
棚
の
船
体
で
、
長
さ

は
五
間
一
尺
〜
一
四
間
五
尺
（
九
．
四

〜
二
七
ｍ
）、
幅
一
間
一
尺
〜
二
間
五
尺

（
二
．
一
〜
五
．
二
ｍ
）、
最
大
級
は
五

〇
〇
石
積
（
七
五
ト
ン
）
程
度
で
あ
る 

。

四
．
木
曽
三
川
で
の
船

（
一
）
木
曽
川
で
使
用
さ
れ
た
船

　
物
資
輸
送
用
の
川
船
（
渡
船
と
農
耕

用
船
を
除
く
）
は
、
鵜
飼
形
船
（
荷
船
）

が
最
も
多
く
、
次
に
寛
文
期
（
一
六
六

一
〜
七
二
）
か
ら
史
料
に
見
ら
れ
る
「
四

ツ
乗
船
」
で
、起
（
一
宮
市
起
）
で
「
高

瀬
船
」、
葛か
つ
ら

木ぎ
（
愛
西
市
葛
木
町
）
で
「
平

田
船
」
の
記
述
が
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る

程
度
で
あ
る
。

　
ま
た
、
船
種

の
分
布
に
つ
い

て
は
、
鵜
飼
荷

船
は
木
曽
川
が

長
良
川
と
合

流
す
る
神し
ん

明み
ょ
う

津づ

（
稲
沢
市
祖

父
江
町
神
明

津
）
辺
り
よ
り

上
流
に
多
く
、

四
ツ
乗
船
は
神

明
津
辺
り
よ
り

下
流
が
中
心

で
、
神
明
津
辺

り
の
中
牧
村
（
稲
沢
市
祖
父
江
町
中
牧
）

や
鵜う

多た

須す

村
（
愛
西
市
鵜
多
須
町
）
は

混
在
地
域
で
あ
る
。
な
お
平
田
船
は
下

流
部
だ
け
に
現
れ
る
。

　
川
船
は
特
定
の
村
に
偏
在
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
遡
上
終
点
の
錦に
し

織こ
お
り

（
八
百

津
町
錦
織
）
は
重
要
な
川
湊
で
あ
っ
た

が
船
持
ち
は
居
ら
ず
、
約
二
．
五
㎞
下

流
の
黒く
ろ

瀬ぜ

に
六
〇
艘
も
の
鵜
飼
船
が

あ
っ
た
。
ま
た
、飛
騨
川
の
下
麻
生
（
加

茂
郡
川
辺
町
下
麻
生
）
三
〇
艘
、
小こ

山や
ま

（
美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
小
山
）
二
五
艘

で
、
木
曽
川
と
の
合
流
後
の
川
合
（
美

濃
加
茂
市
川
合
）
で
二
九
艘
、宮
田
（
江

南
市
宮
田
町
）
三
五
艘
、
北
方
（
一
宮

市
北
方
町
）
二
六
艘
と
偏
在
し
て
い
た
。

（
二
）
長
良
川
の
舟

　
長
良
川
の
舟
運
は
、
慶け
い

長ち
ょ
う

・
元げ
ん

和な

・

寛か
ん

永え
い

期
（
一
五
九
六
〜
一
六
四
三
）
か

ら
本
格
的
に
開
始
さ
れ
、
さ
ら
に
、
本

流
以
外
に
大
小
の
支
流
に
及
ん
だ
。

　
川
名
は
、
舟
運
に
使
用
さ
れ
た
川
船

は
、「
鵜
飼
形
船
」が
荷
船
の
中
心
で
、中
・

下
流
部
で
「
四
ツ
乗
船
」
が
現
れ
、
木

曽
川
で
見
ら
れ
た
「
高
瀬
船
」
や
「
平

田
船
」
は
長
良
川
の
史
料
で
は
見
ら
れ

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
明め
い

暦れ
き

二
（
一
六
五
六
）
年
に
は
、
本

流
の
川
船
は
、
上こ
う

有ず

知ち

湊
（
美
濃
市
）

か
ら
約
八
㎞
上
流
の
美
濃
市
須
原
か
ら

下
流
部
の
可
航
範
囲
の
支
流
を
含
む
ほ

ぼ
全
域
を
展
開
し
て
い
た
。
例
え
ば
右

支
川
板
取
川
で
は
長
良
川
と
の
合
流
点

か
ら
ほ
ぼ
五
㎞
上
流
の
美
濃
市
わ蕨ら
生び

ま

で
、
右
支
川
武む

儀ぎ

川
で
は
合
流
点
か
ら

ほ
ぼ
六
㎞
上
流
の
関
市
武む

芸げ

川が
わ

町ち
ょ
う

平ひ
ら

ま

で
、
左
支
川
津
保
川
で
は
合
流
点
か
ら

ほ
ぼ
二
〇
㎞
上
流
の
関
市
神か
み

野の

ま
で
船

が
入
っ
て
い
た
。

（
三
）
揖
斐
川
の
舟

　
川
名
は
、
揖
斐
川
で
使
用
さ
れ
た
川

船
は
、
木
曽
・
長
良
川
と
同
じ
鵜
飼
形

船
で
あ
り
、
弘こ
う

化か

二
（
一
八
四
五
）
年

房ぼ
う

島じ
ま

村
（
揖
斐
川
町
房
島
）
の
船
一
二

〇
艘
は
鵜
飼
形
船
七
六
艘
、
小
船
四
四

艘
で
、
平
田
船
や
高
瀬
船
は
見
当
た
ら

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、

揖
斐
川
町
歴

史
民
俗
資
料

館
に
は
、
桑

名
や
名
古
屋

に
段つ

木だ

・
木

炭
・
米
・
石

灰
を
運
ん
だ

長
さ
八
間

（
約
一
五
ｍ
）

の「
親
舟（
鵜

船
）」
が
展
示
し
て
あ
り
、
こ
の
船
の
船

首
は
平
坦
な
箱
型
い
わ
ゆ
る
戸
立
造
り

で
あ
り
、
高
瀬
船
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
川
名
は
、
濃
州
三
湊
（
烏
江
・

栗
笠
・
船
付
）
か
ら
九
里
半
街
道
を
経

て
米
原
に
出
て
京
都
に
結
ぶ
ル
ー
ト
で

は
、
牧
田
川
が
合
流
し
た
揖
斐
川
左
岸

の
今
尾
（
海
津
市
平
田
町
今
尾
）
で
、

海
で
の
航
行
が
可
能
な
平
田
船
と
高
瀬

船
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
、
と
述
べ

て
い
る
。

　
例
え
ば
、
寛か
ん

文ぶ
ん

二
（
一
六
六
二
）
年

の
濃
州
三
湊
の
三
五
艘
の
船
は
平
田
船

二
七
艘
、
小
四
ツ
乗
船
三
艘
、
瀬
取
船

三
艘
、
渡
し
船
二
艘
で
、
高
瀬
船
は
皆

無
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
宝ほ
う

永え
い

五
（
一
七

〇
八
）
年
、
今
尾
村
の
船
五
艘
は
高
瀬

船
二
艘
、
小
高
瀬
船
一
艘
、
渡
し
船
二

艘
で
あ
っ
た
が
、
二
八
年
後
の
元げ
ん

文ぶ
ん

元

（
一
七
三
六
）
年
に
は
、
四
〇
石
・
五
〇

石
積
の
高
瀬
船
計
四
艘
、
小
高
瀬
船
一

艘
、
四
ツ
乗
船
二
艘
、
渡
し
船
二
艘
と
、

高
瀬
船
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
濃
州
三
湊
周
辺
の
土
砂

堆
積
が
時
代
と
と
も
に
進
み
、
浅
瀬
の

た
め
に
平
田
船
の
使
用
が
で
き
な
く
な

り
、
徐
々
に
平
田
船
が
減
少
し
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
天て
ん

保ぽ
う

四
（
一
八
三
三
）
年

に
三
湊
は
所
有
す
る
平
田
船
二
〇
艘
の

う
ち
一
二
艘
を
鵜
飼
形
船
二
四
艘
に
替

え
、
さ
ら
に
安あ
ん

政せ
い

五
（
一
八
五
八
）
年

に
は
残
り
八
艘
の
内
六
艘
を
四
・
五
〇

石
積
の
鵜
飼
形
船
一
二
艘
に
替
え
、
鵜

飼
形
船
三
六
艘
、
平
田
船
二
艘
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）

年
に
は
鵜
飼
形
船
四
四
艘
と
な
っ
て
い

る
。

五
．
お
わ
り
に

　
刳
船
の
築
造
年
は
ま
だ
確
定
し
て
い

な
い
が
、
諸
桑
の
刳
船
は
近
隣
へ
の
物

資
輸
送
だ
け
で
は
な
く
、
遠
隔
地
へ
の

通
船
も
予
想
さ
れ
る
「
海
舟
」
の
可
能

性
す
ら
秘
め
て
い
る
。

　
川
船
の
形
状
は
、
木
曽
三
川
の
本
流

や
支
川
の
河
状
に
応
じ
て
異
な
っ
て
い

る
が
、
河
床
へ
の
土
砂
堆
積
に
よ
っ
て

舟
の
積
載
量
を
犠
牲
に
し
つ
つ
舟
の
形

状
を
変
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
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刳
船
と
木
曽
三
川
で
使
用
さ
れ
た
川
船

一
．
は
じ
め
に

　
川
船
の
形
状
は
、
上
下
流
域
で
の
川

幅
や
水
深
さ
ら
に
流
勢
の
違
い
と
輸
送

物
資
に
合
わ
せ
て
、
大
き
く
異
な
っ
て

い
た
。

　
本
編
で
は
、
ま
ず
は
愛
西
市
諸
桑
町

で
出
土
し
た
丸
太
を
刳く

り
抜
い
て
造
っ

た
刳く
り

船ぶ
ね

に
触
れ
た
後
、
木
曽
三
川
で
主

に
用
い
ら
れ
た
船
の
構
造
に
つ
い
て
触

れ
る
。

二
．
諸
桑
の
古
舟

　
最
も
原
始
的
な
「
舟
」
は
丸
太
船
で

筏
も
丸
太
船
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の

後
、
二
つ
割
り
に
し
た
丸
太
を
刳
り
抜

い
た
「
刳
船
」
と
な
り
、
刳
船
に
接
ぎ

木
な
ど
を
施
し
た
「
半
構
造
船
（
準
構

造
船
）
」
か
ら
、
骨
組
み
と
板
に
よ
る

「
構
造
船
」
へ
と
進
化
し
た
。

　
天て
ん

保ぽ
う

九
（
一
八
三
八
）
年
閏
四
月
尾

張
国
海
東
郡
諸も
ろ

桑く
わ

村
（
愛
西
市
諸
桑

町
）
の
満ま
ん

成じ
ょ
う

寺じ

裏
の
隣
家
と
境
を
な
す

田
か
ら
、
長
さ
六
八
〜
八
〇
尺
（
二

〇
．
四
〜
二
四
ｍ
）
、
幅
五
〜
七
尺
程

（
一
．
五
〜
二
．
一
ｍ
）
のく

楠す
の
きの
刳
船

が
出
土
し
た
。
こ
の
古
船
は
六
年
後
に

発
行
さ
れ
た
尾
張
名
所
図
会
に
そ
の
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
古
船
の
分
断
さ
れ
た
木
片
は
、
田
の

持
ち
主
鈴
木
宅
に
四
片
と
満
成
寺
に
二

片
保
存
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
古
船
は
、

丸
太
を
軸
方
向
と
平
行
に
半
分
の
厚
さ

に
切
断
し
た
大
木
（
反は
ん

割わ

り
）
を
集
め

て
繋
い
だ
「
複
材
刳
船
」
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
複
材
刳

船
」
は
紀
元

三
・
四
世
紀

か
ら
一
三
世

紀
の
鎌
倉
時

代
ま
で
に
使

わ
れ
た
古
い

型
の
船
で
、

大
阪
の
鯰な
ま

江ず
え

川
と
鼬い
た
ち

川
で

発
掘
さ
れ
た
も
の
は
共
に
戦
災
で
焼
失

し
て
お
り
、
諸
桑
の
古
船
は
現
存
す
る

唯
一
の
物
で
あ
る
。

　
『
尾
張
名
所
図
会
』
に
「
三
ヶ
所
つ

き
（
ぎ
）
て
か
ん
ぬ
き
（
閂
）
を
も
っ

て
是
を
さ
す
」
と
、
閂
式
の
「
複
材
刳

船
」
の
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

記
載
が
見
ら
れ
る
。

　
石
井
謙
治
は
、
「
諸
桑
の
古
船
」
は

長
材
を
得
ら
れ
な
いく

樟す
の
きで
の
刳
船
の
た

め
、
三
ヶ
所
で
接
合
し
た
四
材
構
成
の

複
材
刳
船
か
ま
た
は
舷
側
板
を
付
け
た

半
構
造
船
（
海
舟
）
で
あ
っ
た
と
考
え

て
い
る
。

　
石
井
は
船
の
築
造
年
代
に
つ
い
て
、

「
古
墳
時
代
（
三
世
紀
中
頃
〜
七
世
紀

頃
）
末
期
当
り
に
比
定
で
き
る
」
と
の

松
本
信
廣
の
意
見
を
尊
重
し
つ
つ
も
、

複
材
刳
船
技
術
が
鎌
倉
時
代
（
一
一
八
五

〜
一
三
三
三
）
で
も
主
流
で
あ
っ
た
こ
と

を
重
視
し
て
、
築
造
年
代
を
「
鎌
倉
時

代
ま
で
下
げ
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
一
方
、
佐
屋
町
は
一
九
九
二
〜
九
三

年
度
に
か
け
て
二
回
、
古
船
の
木
片
調

査
（
放
射
性
炭
素
14
年
代
測
定
）
を

行
っ
た
。

　
こ
の
測
定
に
よ
る
と
、
木
片
年
代
は

Ｂ
．
Ｃ
．
一
五
〇
〇
±
一
三
〇
年
〜

Ａ
．
Ｄ
．
七
四
〇
±
一
二
〇
年
の
広
い

測
定
年
代
範
囲
中
に
Ｂ
．
Ｃ
．
二
〇
〇

年
前
後
の
測
定
値
が
四
個
集
中
し
て
い

た
。

　
石
田
泰
弘

は
こ
れ
ら
の

調
査
結
果
か

ら
、
木
片
年

代
の
ば
ら
つ

き
は
出
土
後

の
保
管
環
境

条
件
に
よ
る

と
し
、
木
片

の
分
析
年
代

が
古
船
の
建

造
時
期
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
し
な

が
ら
、
古
船
は
弥
生
時
代
（
Ｂ
．
Ｃ
．

三
世
紀
頃
〜
Ａ
．
Ｄ
．
三
世
紀
中
頃
）

中
期
頃
に
造
ら
れ
た
と
推
測
し
て
い

る
。

　
つ
ま
り
古
船
の
築
造
年
は
、
弥
生
時

代
（
石
田
）
、
古
墳
時
代
（
松
本
）
さ

ら
に
鎌
倉
時
代
（
石
井
）
と
、
極
め
て

幅
広
い
歴
史
の
流
れ
の
中
に
ま
だ
漂
っ

て
い
る
。
　三

．
川
船
の
構
造

（
一
）
鵜
飼
荷
船

　
正
倉
院
に
残
る
大
宝
二
（
七
〇
二
）

箱
作
り
に
似
て
舳
・
艫
わ
か
ち
が
た

し
。
両
頭
船
と
も
言
へ
し
。
近
国
の
も

の
、
此
船
を
云
て
、
と
も
が
お
も
て

か
、
お
も
て
が
と
も
か
、
と
い
へ

り
。
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
舳
が

高
く
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
へ
た
か

船
」
「
さ
さ
船
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
鵜
飼
形
船
の
特
徴
は
、
船
の
先
端
が

戸
立
型
で
二
枚
の
立
板
で
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
端
の
腕
の
下
に

こ
の
二
枚
の
縦
長
の
立
板
（
二
枚
立
板

又
は
二
枚
胴
と
言
う
）
が
左
前
に
鋭
角

に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
海
船
が
船
首
の

水み

押お
し

で
水
を
切
っ
て
進
む
の
に
対
し
、

鵜
飼
船
は
こ
の
立
板
の
下
に
水
を
取
り

込
み
、
押
さ
え
つ
け
る
よ
う
に
し
て
進

む 

。
（
二
）
四
ツ
乗
（
「
に
ご
は
ん
」
）

　
下
流
域
の
荷
舟
や
猟
舟
に
は
四
ツ
乗

り
（
「
に
ご
は
ん
」
）
が
使
わ
れ
た
。

　
四
ツ
乗
は
一
坪
（
六
尺
立
方
）
の
四

分
の
一
、
「
に
ご
は
ん
」
は
二
合
半
が

語
源
だ
と
い
う
。
ま
た
、
米
で
二
五
俵

積
め
る
舟
の
こ
と
だ
と
も
い
う
。

　
四
ツ
乗
は
流
れ
が
穏
や
か
な
地
域
で

行
動
し
や
す
い
構
造
の
舟
で
、
主
と
し

て
荷
舟
と
し

て
使
わ
れ
、

熱
田
方
面
ま

で
行
く
も
の

も
あ
っ
た
。

中
流
域
で

は
、
前
へ

つ
っ
こ
む
よ

う
に
な
る
の

で
向
い
て
い

な
い
と
い
う
。

　
鵜
飼
荷
船
と

決
定
的
に
違
う

点
は
立
板
が
一

枚
で
、
そ
り
上

が
っ
た
よ
う
な

形
状
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。
全
体
の
形

も
寸
胴
型
で
鵜

飼
形
の
よ
う
な
ほ
っ
そ
り
と
し
た
印
象

と
は
ま
っ
た
く
違
う
。
立
板
は
一
枚
と

い
っ
て
も
板
の
構
成
は
三
枚
か
ら
な
っ

て
い
る
。
こ
の
立
板
の
押
さ
え
で
舟
の

安
定
が
得
ら
れ
て
い
る
。
艫
は
す
っ
き

り
と
断
ち
き
ら
れ
た
よ
う
な
形
状
で
あ

る
。

（
三
）
平
田
船
と
高
瀬
船

　
平
田
船
は
艜ひ
ら
た

船
・
平
駄
船
・
比
良
太

舟
等
と
も
書
か
れ
、
高
瀬
船
よ
り
も
大

き
く
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か

け
て
多
く
用
い
ら
れ
た
。

　
長
さ
約
一
五
〜
二
四
ｍ
、
横
幅
三
〜

四
ｍ
の
吃
水
の
浅
い
川
船
で
、
船
首
に

水
押
が
あ
り
、
船
腹
に
根
棚
・
上
棚
の

二
枚
棚
、
船
尾
に
世せ
い

事じ

（
船
室
）
が
あ
っ

た
。
大
き
な
帆
柱
を
持
ち
、
主
に
帆
走

し
た
が
、
流
れ
の
速
い
上
り
の
場
合
、

曳
船
に
よ
っ
て
運
航
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
多
量
の
物
資
が
積
載
で
き
、
さ
ら

に
海
で
の
航
行
も
可
能
で
あ
る
た
め
、

大
河
川
の
河
口
部
付
近
で
用
い
ら
れ
た

船
で
あ
る 

。

　
船
の
造
り
に
関
し
て
、
平
田
船
は
船

首
下
部
が
鋭
角
的
な
水
押
造
り
と
し
、

二
階
造
り
の
船
体
で
、
長
さ
は
八
間
三

年
の
戸
籍
に
「
鵜
飼
部
」
の
語
が
す
で

に
み
ら
れ
、
岐
阜
県
の
鵜
飼
漁
は
ほ
ぼ

古
事
記
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。

 

鵜
飼
荷
船
は
鵜
飼
猟
の
船
で
は
な
く
物

資
輸
送
用
の
荷
船
で
あ
り
、
猟
船
の
鵜

飼
船
が
荷
船
用
に
改
良
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
鵜
飼
荷
船
の
築
造
技
術
は
、
天て
ん

正し
ょ
う

一

六
（
一
五
八
八
）
年
に
長
良
川
か
ら
木

曽
川
の
帷か
た

子び
ら

村
（
可
児
市
帷
子
）
に
移

入
さ
れ
、
大
脇
湊
（
可
児
市
土ど

田た

大

脇
）
は
木
曽
川
で
初
め
て
造
ら
れ
た
鵜

飼
荷
船
が
使
用
さ
れ
た
湊
で
あ
る
。

　
川
名
は
鵜
飼
船
と
鵜
飼
荷
船
の
違
い

に
つ
い
て
、
鵜
飼
荷
船
の
幅
は
荷
物
を

積
む
た
め
に
少
し
広
い
と
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
船
の
長
さ
と
積
載
量
に
つ

い
て
、
船
の
長
さ
は
二
間
〜
七
間
、
積

載
量
は
一
〇
石
積
〜
七
〇
石
積
と
幅
広

く
分
布
し
て
い
る
が
、
長
さ
で
は
三
間

が
最
も
多
く
次
に
四
間
〜
五
間
、
積
載

量
で
は
二
〇
石
が
最
も
多
く
次
に
三
〇

石
、
一
六
石
、
四
〇
石
積
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
な
お
、
和
船
の
積
載
量
一

石
は
一
〇
立
法
尺
で
、
木
材
の
容
積
単

位
石
（=

〇
．
二
七
八
㎥
）
と
同
じ
で

あ
る 

。

　
鵜
飼
荷
船
は
、
川
を
上
下
す
る
直
線

運
動
が
基
本
で
、
川
の
中
で
の
回
転
は

少
な
く
、
下
り
は
舳へ
さ
き

を
前
に
し
、
上
り

は
艫
を
前
に
し
て
進
め
る
こ
と
が
多

く
、
舳
と
艫
の
区
別
が
つ
か
な
い
。

　
宝ほ
う

暦れ
き

一
一
（
一
七
六
一
）
年
に
書
か

れ
た
『
和
漢
船
用
集
』
は
、
「
猟
船
の

鵜
飼
船
に
あ
ら
ず
。…

高
瀬
船
な
れ
ど

も
、
其
制
異
形
に
し
て
、
上
棚
な
く
、

尺
〜
一
三
間（
一
五
．五
〜
二
三
．六
ｍ
）、

幅
一
間
四
尺
〜
二
間
三
尺
（
三
〜
四
．

五
ｍ
）、
最
大
級
は
三
〇
〇
石
積
（
四
五

ト
ン
）
程
度
で
あ
る
。
一
方
、
高
瀬
船

は
船
首
が
平
坦
な
箱
型
い
わ
ゆ
る
戸と

立だ
て

造
り
と
し
、
一
枚
棚
の
船
体
で
、
長
さ

は
五
間
一
尺
〜
一
四
間
五
尺
（
九
．
四

〜
二
七
ｍ
）、
幅
一
間
一
尺
〜
二
間
五
尺

（
二
．
一
〜
五
．
二
ｍ
）、
最
大
級
は
五

〇
〇
石
積
（
七
五
ト
ン
）
程
度
で
あ
る 

。

四
．
木
曽
三
川
で
の
船

（
一
）
木
曽
川
で
使
用
さ
れ
た
船

　
物
資
輸
送
用
の
川
船
（
渡
船
と
農
耕

用
船
を
除
く
）
は
、
鵜
飼
形
船
（
荷
船
）

が
最
も
多
く
、
次
に
寛
文
期
（
一
六
六

一
〜
七
二
）
か
ら
史
料
に
見
ら
れ
る
「
四

ツ
乗
船
」
で
、起
（
一
宮
市
起
）
で
「
高

瀬
船
」、
葛か
つ
ら

木ぎ
（
愛
西
市
葛
木
町
）
で
「
平

田
船
」
の
記
述
が
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る

程
度
で
あ
る
。

　
ま
た
、
船
種

の
分
布
に
つ
い

て
は
、
鵜
飼
荷

船
は
木
曽
川
が

長
良
川
と
合

流
す
る
神し
ん

明み
ょ
う

津づ

（
稲
沢
市
祖

父
江
町
神
明

津
）
辺
り
よ
り

上
流
に
多
く
、

四
ツ
乗
船
は
神

明
津
辺
り
よ
り

下
流
が
中
心

で
、
神
明
津
辺

り
の
中
牧
村
（
稲
沢
市
祖
父
江
町
中
牧
）

や
鵜う

多た

須す

村
（
愛
西
市
鵜
多
須
町
）
は

混
在
地
域
で
あ
る
。
な
お
平
田
船
は
下

流
部
だ
け
に
現
れ
る
。

　
川
船
は
特
定
の
村
に
偏
在
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
遡
上
終
点
の
錦に
し

織こ
お
り

（
八
百

津
町
錦
織
）
は
重
要
な
川
湊
で
あ
っ
た

が
船
持
ち
は
居
ら
ず
、
約
二
．
五
㎞
下

流
の
黒く
ろ

瀬ぜ

に
六
〇
艘
も
の
鵜
飼
船
が

あ
っ
た
。
ま
た
、飛
騨
川
の
下
麻
生
（
加

茂
郡
川
辺
町
下
麻
生
）
三
〇
艘
、
小こ

山や
ま

（
美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
小
山
）
二
五
艘

で
、
木
曽
川
と
の
合
流
後
の
川
合
（
美

濃
加
茂
市
川
合
）
で
二
九
艘
、宮
田
（
江

南
市
宮
田
町
）
三
五
艘
、
北
方
（
一
宮

市
北
方
町
）
二
六
艘
と
偏
在
し
て
い
た
。

（
二
）
長
良
川
の
舟

　
長
良
川
の
舟
運
は
、
慶け
い

長ち
ょ
う

・
元げ
ん

和な

・

寛か
ん

永え
い

期
（
一
五
九
六
〜
一
六
四
三
）
か

ら
本
格
的
に
開
始
さ
れ
、
さ
ら
に
、
本

流
以
外
に
大
小
の
支
流
に
及
ん
だ
。

　
川
名
は
、
舟
運
に
使
用
さ
れ
た
川
船

は
、「
鵜
飼
形
船
」が
荷
船
の
中
心
で
、中
・

下
流
部
で
「
四
ツ
乗
船
」
が
現
れ
、
木

曽
川
で
見
ら
れ
た
「
高
瀬
船
」
や
「
平

田
船
」
は
長
良
川
の
史
料
で
は
見
ら
れ

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
明め
い

暦れ
き

二
（
一
六
五
六
）
年
に
は
、
本

流
の
川
船
は
、
上こ
う

有ず

知ち

湊
（
美
濃
市
）

か
ら
約
八
㎞
上
流
の
美
濃
市
須
原
か
ら

下
流
部
の
可
航
範
囲
の
支
流
を
含
む
ほ

ぼ
全
域
を
展
開
し
て
い
た
。
例
え
ば
右

支
川
板
取
川
で
は
長
良
川
と
の
合
流
点

か
ら
ほ
ぼ
五
㎞
上
流
の
美
濃
市
わ蕨ら
生び

ま

で
、
右
支
川
武む

儀ぎ

川
で
は
合
流
点
か
ら

ほ
ぼ
六
㎞
上
流
の
関
市
武む

芸げ

川が
わ

町ち
ょ
う

平ひ
ら

ま

で
、
左
支
川
津
保
川
で
は
合
流
点
か
ら

ほ
ぼ
二
〇
㎞
上
流
の
関
市
神か
み

野の

ま
で
船

が
入
っ
て
い
た
。

（
三
）
揖
斐
川
の
舟

　
川
名
は
、
揖
斐
川
で
使
用
さ
れ
た
川

船
は
、
木
曽
・
長
良
川
と
同
じ
鵜
飼
形

船
で
あ
り
、
弘こ
う

化か

二
（
一
八
四
五
）
年

房ぼ
う

島じ
ま

村
（
揖
斐
川
町
房
島
）
の
船
一
二

〇
艘
は
鵜
飼
形
船
七
六
艘
、
小
船
四
四

艘
で
、
平
田
船
や
高
瀬
船
は
見
当
た
ら

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、

揖
斐
川
町
歴

史
民
俗
資
料

館
に
は
、
桑

名
や
名
古
屋

に
段つ

木だ

・
木

炭
・
米
・
石

灰
を
運
ん
だ

長
さ
八
間

（
約
一
五
ｍ
）

の「
親
舟（
鵜

船
）」
が
展
示
し
て
あ
り
、
こ
の
船
の
船

首
は
平
坦
な
箱
型
い
わ
ゆ
る
戸
立
造
り

で
あ
り
、
高
瀬
船
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
川
名
は
、
濃
州
三
湊
（
烏
江
・

栗
笠
・
船
付
）
か
ら
九
里
半
街
道
を
経

て
米
原
に
出
て
京
都
に
結
ぶ
ル
ー
ト
で

は
、
牧
田
川
が
合
流
し
た
揖
斐
川
左
岸

の
今
尾
（
海
津
市
平
田
町
今
尾
）
で
、

海
で
の
航
行
が
可
能
な
平
田
船
と
高
瀬

船
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
、
と
述
べ

て
い
る
。

　
例
え
ば
、
寛か
ん

文ぶ
ん

二
（
一
六
六
二
）
年

の
濃
州
三
湊
の
三
五
艘
の
船
は
平
田
船

二
七
艘
、
小
四
ツ
乗
船
三
艘
、
瀬
取
船

三
艘
、
渡
し
船
二
艘
で
、
高
瀬
船
は
皆

無
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
宝ほ
う

永え
い

五
（
一
七

〇
八
）
年
、
今
尾
村
の
船
五
艘
は
高
瀬

船
二
艘
、
小
高
瀬
船
一
艘
、
渡
し
船
二

艘
で
あ
っ
た
が
、
二
八
年
後
の
元げ
ん

文ぶ
ん

元

（
一
七
三
六
）
年
に
は
、
四
〇
石
・
五
〇

石
積
の
高
瀬
船
計
四
艘
、
小
高
瀬
船
一

艘
、
四
ツ
乗
船
二
艘
、
渡
し
船
二
艘
と
、

高
瀬
船
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
濃
州
三
湊
周
辺
の
土
砂

堆
積
が
時
代
と
と
も
に
進
み
、
浅
瀬
の

た
め
に
平
田
船
の
使
用
が
で
き
な
く
な

り
、
徐
々
に
平
田
船
が
減
少
し
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
天て
ん

保ぽ
う

四
（
一
八
三
三
）
年

に
三
湊
は
所
有
す
る
平
田
船
二
〇
艘
の

う
ち
一
二
艘
を
鵜
飼
形
船
二
四
艘
に
替

え
、
さ
ら
に
安あ
ん

政せ
い

五
（
一
八
五
八
）
年

に
は
残
り
八
艘
の
内
六
艘
を
四
・
五
〇

石
積
の
鵜
飼
形
船
一
二
艘
に
替
え
、
鵜

飼
形
船
三
六
艘
、
平
田
船
二
艘
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）

年
に
は
鵜
飼
形
船
四
四
艘
と
な
っ
て
い

る
。

五
．
お
わ
り
に

　
刳
船
の
築
造
年
は
ま
だ
確
定
し
て
い

な
い
が
、
諸
桑
の
刳
船
は
近
隣
へ
の
物

資
輸
送
だ
け
で
は
な
く
、
遠
隔
地
へ
の

通
船
も
予
想
さ
れ
る
「
海
舟
」
の
可
能

性
す
ら
秘
め
て
い
る
。

　
川
船
の
形
状
は
、
木
曽
三
川
の
本
流

や
支
川
の
河
状
に
応
じ
て
異
な
っ
て
い

る
が
、
河
床
へ
の
土
砂
堆
積
に
よ
っ
て

舟
の
積
載
量
を
犠
牲
に
し
つ
つ
舟
の
形

状
を
変
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
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四ツ乗（『近世における揖斐・長良・木曽川の舟運に
ついて』高牧實）

平田船（『船の科学館もの知りシート。平田舟と高瀬船』
日本海事科学振興財団）

高瀬船（『船の科学館もの知りシート。平田舟と高瀬船』
日本海事科学振興財団）

鵜飼荷船
（『ぎふ山の生活川の生活』）

満成寺蔵の古船の一部。佐屋資料館

全長8.6mの四つ乗（海津市歴史民俗資料館蔵）

第二編



8

特
別
寄
稿

7

歴
史
記
録

長
期
流
出
と
流
域

は
し
が
き

　
濃
尾
平
野
の
歴
史
は
洪
水
と
の
闘

い
の
歴
史
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
伊

藤
安
男
は
そ
の
著
書
「
洪
水
と
人

間
」
に
、
「
そ
の
相
克
の
歴
史
」
と

副
題
を
つ
け
て
い
る
。

　
濃
尾
平
野
に
あ
っ
て
は
「
四
刻
八

刻
十
二
刻
」、「
上
げ
仏
壇
」、「
水

屋
」
な
ど
短
期
間
に
起
こ
る
洪
水
時

の
現
象
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
引
き

起
こ
さ
れ
る
事
柄
を
指
す
言
葉
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
濃
尾
平
野
で
の
文
化
で
も
あ

ろ
う
。
一
方
、
こ
の
地
に
あ
っ

て
も
、
よ
り
長
い
時
間
を
か
け

た
現
象
や
住
み
方
も
あ
る
わ
け

で
、
そ
れ
ら
は
「
株
井
戸
」
や

「
堀
田
」
な
ど
の
言
葉
に
代
表

さ
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
文
化
の
裏
に
は
、

必
ず
そ
れ
な
り
の
地
形
・
地

質
・
気
象
学
的
な
条
件
が
あ

り
、
そ
れ
に
向
け
て
も
、
ま
た

人
間
の
挑
戦
が
あ
る
。
筆
者

は
、
残
念
な
が
ら
濃
尾
平
野
を

直
接
扱
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
長
期
間
の
雨
水
の
河
川
へ

の
流
出
の
問
題
を
扱
っ
て
き

た
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
長
期

流
出
の
問
題
を
考
え
、
今
後
の
諸
問

題
の
一
助
と
し
よ
う
。

長
期
流
出
と
低
減
特
性

　
流
域
に
降
っ
た
雨
が
河
川
に
流
れ

出
て
く
る
現
象
を
「
流
出
」
と
言

い
、
洪
水
の
よ
う
に
短
期
間
に
起
こ

る
現
象
を
「
短
期
流
出
」、
長
期
間
に

わ
た
る
現
象
を
「
長
期
流
出
」
と
い

う
。
洪
水
が
大
雨
に
原
因
し
て
い
る

よ
う
に
、
長
期
流
出
は
地
下
水
が
そ

の
源
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
雨
の

降
ら
な
い
日
が
続
い
て
も
川
を
潤
し

て
い
る
の
は
地
下
水
が
流
出
し
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
短
期
流
出
、
長
期
流
出
の
場
合

に
も
、
そ
の
低
減
部
に
は
、
そ
の
河

川
ご
と
に
特
徴
的
な
性
質
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
低
減
部
に
見
ら
れ
る
特
徴

は
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
流
出
モ
デ

ル
（
降
雨
か
ら
流
出
を
算
出
す
る
モ

デ
ル
）
を
組
み
上
げ
る
と
き
に
、
そ

の
最
も
基
本
と
な
る
量
を
与
え
る
ほ

ど
、
水
文
学
で
は
重
要
な
も
の
で
あ

る
。
そ
の
表
現
に
は
い
く
つ
か
の
も

の
が
あ
る
が
、
も
っ
と
も
、
良
く
使

わ
れ
る
の
は
、
指
数
関
数
に
よ
る
表

現
、
あ
る
い
は
そ
の
組
み
合
わ
せ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
少
し
違
う

道
を
進
む
こ
と
に
し
た
。

被
圧
地
下
水
と
不
被
圧
地
下
水

　
長
期
流
出
を
地
下
水
の
流
出
と
考

え
る
と
、
地
下
水
帯
内
で
の
水
の
流

れ
の
持
つ
力
学
的
な
特
性
に
違
っ
た

性
質
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
違
い

は
流
出
の
特
性
の
に
も
反
映
す
る
で

あ
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
被
圧

地
下
水
と
不
被
圧
地
下
水
を
取
り
上

げ
た
。
地
下
水
は
前
者
で
は
圧
力
伝

搬
型
、
後
者
で
は
拡
散
型
の
性
質
を

持
つ
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
基
礎
と
し

て
実
際
の
流
域
で
の
こ
と
、
モ
デ
ル

内
の
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
検
討
し

た
結
果
、
長
期
間
の
流
出
は
こ
の
二

つ
の
成
分
か
ら
な
り
、
と
く
に
長
期

流
出
の
低
減
部
で
は
（
雨
の
降
ら
な

い
日
が
続
い
た
あ
と
で
は
）
川
水
の

ほ
と
ん
ど
は
不
被
圧
地
下
水
の
流
出

成
分
か
ら
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
以
下
で
は
不

被
圧
地
下
水
の
流
出
成
分
に
つ
い
て

の
み
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
不
被
圧
地
下
水
の
流

出
成
分
の
低
減
は
左
に
示
す
式
の
よ

う
に
な
る
。
こ
こ
に
、
Ｑ
ｕ
ｏ
，
Ｑ

ｕ
（
ｔ
）
は
低
減
を
始
め
て
か
ら
の

０
時
間
目
、
ｔ
時
間
目
の
不
被
圧
地

下
水
の
流
出
成
分
で
あ
り
、
Ｋ
は
低

減
の
状
態
を
表
す
係
数
で
あ
る
。

流
域
と
低
減
特
性

　
低
減
係
数
Ｋ
が
一
定
の
流
域
で
は

い
つ
も
同
じ
状
態
で
低
減
を
す
る
こ

と
に
な
る
。
実
は
我
が
国
の
資
料
を

扱
っ
て
い
た
段
階
で
は
、
Ｋ
の
値

は
、
流
域
面
積
が
小
さ
い
流
域
で
は

一
定
に
な
る
も
の
の
、
流
域
面
積
が

大
き
く
な
る
と
一
定
に
は
な
ら
な
い

流
域
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
流
域
が
大
き
く
な
る
と
ま
た
一
定

値
に
な
る
な
ど
、
複
雑
な
様
相
を
示

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
に
、
い

わ
ば
答
え
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
ド

イ
ツ
の
河
川
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
並
び
に
我
が
国
の
河
川
の

五
〇
ほ
ど
の
流
域
に
つ
い
て
、
い
ろ

い
ろ
な
時
の
流
域
ご
と
の
Ｋ
の
値
の

平
均
値
を
し
め
し
た
の
が
図―

１
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
如
何
様

な
線
も
入
れ
ら
れ
そ
う
だ
が
、
私
は

図―

２
の
よ
う
に
四
五
度
の
線
を
入

れ
た
。

　
一
つ
に
は
、
Ｋ
が
流
域
面
積
と
逆

比
例
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
扱
う
と
、
こ
の
図
は

「
流
域
は
大
き
さ
に
よ
っ
て
い
く
つ

か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
内
で

は
、
Ｋ
の
値
は
流
域
面
積
の
大
き
さ

と
共
に
あ
る
一
定
の
法
則
に
従
っ
て

連
続
的
に
減
少
す
る
が
、
流
域
面
積

が
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
限
界
を
超
し

て
、
次
の
グ
ル
ー
プ
に
は
い
る
と
、

Ｋ
の
値
は
不
連
続
的
に
変
化
す
る
」

事
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
様
な
構
造
は
、
じ
つ
は
流
域

の
構
造
と
も
き
わ
め
て
似
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
上
流
か
ら
下
流
に
む

か
っ
て
流
域
面
積
は
徐
々
に
大
き
く

な
る
が
、
あ
る
程
度
大
き
な
支
川
を

含
む
と
不
連
続
的
に
面
積
は
お
お
き

く
な
る
。
実
際
の
流
域
は
地
質
的
に

も
地
形
的
に
も
複
雑
で
は
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
形
態
と
し
て
通

常
の
流
域
で
は
地
形
則
か
ら
も
こ
の

様
な
事
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
さ
て
、
い
ま
の
図―

２
は
Ｋ
の
値

の
平
均
値
Ｋ
を
示
し
た
の
だ
が
、
同

じ
図
に
Ｋ
の
値
の
変
化
の
幅
を
も
書

き
加
え
た
の
が
こ
の
図
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
「
流
域
面
積
が
ひ
と

つ
の
グ
ル
ー
プ
の
範
囲
で
は
、
流
域

面
積
が
小
さ
い
と
き
に
は
、
Ｋ
の
値

の
ば
ら
つ
き
は
大
き
い
が
、
流
域
面

積
が
大
き
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、

ば
ら
つ
き
の
幅
は
だ
ん
だ
ん
小
さ
く

な
り
、
や
が
て
ほ
と
ん
ど
ば
ら
つ
き

の
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
流

域
で
は
Ｋ
は
一
定
と
考
え
て
も
よ
い

よ
う
に
な
っ
て
く
る
」
こ
と
に
な

る
。

　
何
故
こ
の
よ
う
に
な
る
か
と
い
う

の
も
、
実
は
先
ほ
ど
の
流
域
の
構
造

と
関
係
が
あ
る
。
流
域
が
大
き
な
支

川
流
域
を
持
っ
て
い
る
と
き
に

は
、
ど
ち
ら
の
流
域
に
雨
が
多

い
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
す
な
わ

ち
、
ど
ち
ら
の
支
川
流
域
の
性

質
が
効
い
て
く
る
か
に
よ
っ

て
、
下
流
の
特
性
は
そ
の
と
き

そ
の
と
き
で
変
化
す
る
。

　
そ
し
て
、
流
域
面
積
が
だ
ん

だ
ん
と
大
き
く
な
る
に
し
た

が
っ
て
、
流
域
内
の
い
ろ
い
ろ

な
性
質
が
平
均
化
さ
れ
大
き
な

流
域
で
は
統
計
的
な
意
味
で
の

あ
る
一
定
の
特
性
が
外
見
上
見

え
て
く
る
と
言
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
流
出
問
題

を
取
り
扱
う
と
き
の
流
域
の
大

き
さ
の
扱
い
方
に
大
変
大
き
な
示
唆

を
与
え
て
く
る
。

流
域
と
ラ
ン
ピ
ン
グ

　
Ｋ
の
値
は
い
わ
ば
流
域
全
体
を
代

表
す
る
値
で
あ
る
。
こ
の
値
が
い
つ

も
一
定
で
変
化
し
な
い
と
言
う
こ
と

は
、
そ
の
流
域
は
「
安
心
し
て
ひ
と

つ
の
モ
デ
ル
に
表
現
し
う
る
」
と
言

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
逆
に
、
こ
の
値
が
そ
の
と
き
そ
の

と
き
の
状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と

言
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
流
域
全

体
を
纏
め
て
扱
う
の
は
難
し
い
と
言

う
こ
と
で
あ
る
。

　
流
域
は
、
当
然
地
形
・
地
質
・
植

生
な
ど
な
ど
大
変
に
複
雑
で
あ
る

が
、
流
域
の
内
部
の
細
か
い
と
こ
ろ

ま
で
計
測
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
実
際
に
は
、
あ
る
程
度

の
大
き
さ
の
面
積
を
取
り
ま
と
め
ひ

と
つ
の
単
位
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
多
様
な
要
素
が
複
雑
に
分
布
し
て

い
る
系
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し

て
扱
う
こ
と
を
ラ
ン
ピ
ン
グ
と
い

う
。
先
に
得
ら
れ
た
事
柄
は
、
地
下

水
の
流
出
現
象
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
流
域
は
単
位
流
域
と
し
て
扱
う

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ラ
ン
ピ
ン
グ

で
き
る
の
か
、
で
き
な
い
の
か
と
言

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

あ
と
が
き

　
こ
こ
で
は
、
流
出
な
ど
と
視
点
を

代
え
低
減
特
性
の
扱
い
を
通
じ
て
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
や
長
期
流
出

の
モ
デ
ル
の
扱
い
な
ど
を
検
討
し

た
。
今
日
で
は
、
水
系
全
体
を
眺
め

た
治
水
策
、
水
資
源
策
、
さ
ら
に
は

環
境
上
の
扱
い
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

　
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
こ
こ
で
指

摘
し
た
事
柄
が
い
ろ
い
ろ
な
ヒ
ン
ト

の
一
つ
と
な
れ
ば
、
筆
者
と
し
て
は

う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。

■
参
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資
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『
低
水
流
出
の
低
減
特
性
に

　
関
す
る
研
究
』

　
　
髙
木
不
折
　
　  

土
木
学
会
論
文
集

一
九
六
六
年

『
流
域
水
の
挙
動
に
関
す
る
変
分
原
理
の

物
理
的
意
義
』

　
　
髙
木
不
折

　
土
木
学
会
論
文
報
告
集

一
九
七
四
年

『
洪
水
と
人
間

　
そ
の
相
克
の
歴
史
』

　
　
伊
藤
安
男
　
　
　
　
　  

古
今
書
院

二
〇
一
〇
年

髙木　不折
昭和１２年生まれ
京都大学大学院工学研究科
修了（工学博士）
現在
名古屋大学名誉教授

名
古
屋
大
学
名
誉
教
授

　
　

髙
木

　不
折

一
．
は
じ
め
に

　
川
船
の
形
状
は
、
上
下
流
域
で
の
川

幅
や
水
深
さ
ら
に
流
勢
の
違
い
と
輸
送

物
資
に
合
わ
せ
て
、
大
き
く
異
な
っ
て

い
た
。

　
本
編
で
は
、
ま
ず
は
愛
西
市
諸
桑
町

で
出
土
し
た
丸
太
を
刳く

り
抜
い
て
造
っ

た
刳く
り

船ぶ
ね

に
触
れ
た
後
、
木
曽
三
川
で
主

に
用
い
ら
れ
た
船
の
構
造
に
つ
い
て
触

れ
る
。

二
．
諸
桑
の
古
舟

　
最
も
原
始
的
な
「
舟
」
は
丸
太
船
で

筏
も
丸
太
船
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の

後
、
二
つ
割
り
に
し
た
丸
太
を
刳
り
抜

い
た
「
刳
船
」
と
な
り
、
刳
船
に
接
ぎ

木
な
ど
を
施
し
た
「
半
構
造
船
（
準
構

造
船
）
」
か
ら
、
骨
組
み
と
板
に
よ
る

「
構
造
船
」
へ
と
進
化
し
た
。

　
天て
ん

保ぽ
う

九
（
一
八
三
八
）
年
閏
四
月
尾

張
国
海
東
郡
諸も
ろ

桑く
わ

村
（
愛
西
市
諸
桑

町
）
の
満ま
ん

成じ
ょ
う

寺じ

裏
の
隣
家
と
境
を
な
す

田
か
ら
、
長
さ
六
八
〜
八
〇
尺
（
二

〇
．
四
〜
二
四
ｍ
）
、
幅
五
〜
七
尺
程

（
一
．
五
〜
二
．
一
ｍ
）
のく

楠す
の
きの
刳
船

が
出
土
し
た
。
こ
の
古
船
は
六
年
後
に

発
行
さ
れ
た
尾
張
名
所
図
会
に
そ
の
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
古
船
の
分
断
さ
れ
た
木
片
は
、
田
の

持
ち
主
鈴
木
宅
に
四
片
と
満
成
寺
に
二

片
保
存
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
古
船
は
、

丸
太
を
軸
方
向
と
平
行
に
半
分
の
厚
さ

に
切
断
し
た
大
木
（
反は
ん

割わ

り
）
を
集
め

て
繋
い
だ
「
複
材
刳
船
」
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
複
材
刳

船
」
は
紀
元

三
・
四
世
紀

か
ら
一
三
世

紀
の
鎌
倉
時

代
ま
で
に
使

わ
れ
た
古
い

型
の
船
で
、

大
阪
の
鯰な
ま

江ず
え

川
と
鼬い
た
ち

川
で

発
掘
さ
れ
た
も
の
は
共
に
戦
災
で
焼
失

し
て
お
り
、
諸
桑
の
古
船
は
現
存
す
る

唯
一
の
物
で
あ
る
。

　
『
尾
張
名
所
図
会
』
に
「
三
ヶ
所
つ

き
（
ぎ
）
て
か
ん
ぬ
き
（
閂
）
を
も
っ

て
是
を
さ
す
」
と
、
閂
式
の
「
複
材
刳

船
」
の
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

記
載
が
見
ら
れ
る
。

　
石
井
謙
治
は
、
「
諸
桑
の
古
船
」
は

長
材
を
得
ら
れ
な
いく

樟す
の
きで
の
刳
船
の
た

め
、
三
ヶ
所
で
接
合
し
た
四
材
構
成
の

複
材
刳
船
か
ま
た
は
舷
側
板
を
付
け
た

半
構
造
船
（
海
舟
）
で
あ
っ
た
と
考
え

て
い
る
。

　
石
井
は
船
の
築
造
年
代
に
つ
い
て
、

「
古
墳
時
代
（
三
世
紀
中
頃
〜
七
世
紀

頃
）
末
期
当
り
に
比
定
で
き
る
」
と
の

松
本
信
廣
の
意
見
を
尊
重
し
つ
つ
も
、

複
材
刳
船
技
術
が
鎌
倉
時
代
（
一
一
八
五

〜
一
三
三
三
）
で
も
主
流
で
あ
っ
た
こ
と

を
重
視
し
て
、
築
造
年
代
を
「
鎌
倉
時

代
ま
で
下
げ
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
一
方
、
佐
屋
町
は
一
九
九
二
〜
九
三

年
度
に
か
け
て
二
回
、
古
船
の
木
片
調

査
（
放
射
性
炭
素
14
年
代
測
定
）
を

行
っ
た
。

　
こ
の
測
定
に
よ
る
と
、
木
片
年
代
は

Ｂ
．
Ｃ
．
一
五
〇
〇
±
一
三
〇
年
〜

Ａ
．
Ｄ
．
七
四
〇
±
一
二
〇
年
の
広
い

測
定
年
代
範
囲
中
に
Ｂ
．
Ｃ
．
二
〇
〇

年
前
後
の
測
定
値
が
四
個
集
中
し
て
い

た
。

　
石
田
泰
弘

は
こ
れ
ら
の

調
査
結
果
か

ら
、
木
片
年

代
の
ば
ら
つ

き
は
出
土
後

の
保
管
環
境

条
件
に
よ
る

と
し
、
木
片

の
分
析
年
代

が
古
船
の
建

造
時
期
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
し
な

が
ら
、
古
船
は
弥
生
時
代
（
Ｂ
．
Ｃ
．

三
世
紀
頃
〜
Ａ
．
Ｄ
．
三
世
紀
中
頃
）

中
期
頃
に
造
ら
れ
た
と
推
測
し
て
い

る
。

　
つ
ま
り
古
船
の
築
造
年
は
、
弥
生
時

代
（
石
田
）
、
古
墳
時
代
（
松
本
）
さ

ら
に
鎌
倉
時
代
（
石
井
）
と
、
極
め
て

幅
広
い
歴
史
の
流
れ
の
中
に
ま
だ
漂
っ

て
い
る
。
　三

．
川
船
の
構
造

（
一
）
鵜
飼
荷
船

　
正
倉
院
に
残
る
大
宝
二
（
七
〇
二
）

箱
作
り
に
似
て
舳
・
艫
わ
か
ち
が
た

し
。
両
頭
船
と
も
言
へ
し
。
近
国
の
も

の
、
此
船
を
云
て
、
と
も
が
お
も
て

か
、
お
も
て
が
と
も
か
、
と
い
へ

り
。
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
舳
が

高
く
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
へ
た
か

船
」
「
さ
さ
船
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
鵜
飼
形
船
の
特
徴
は
、
船
の
先
端
が

戸
立
型
で
二
枚
の
立
板
で
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
端
の
腕
の
下
に

こ
の
二
枚
の
縦
長
の
立
板
（
二
枚
立
板

又
は
二
枚
胴
と
言
う
）
が
左
前
に
鋭
角

に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
海
船
が
船
首
の

水み

押お
し

で
水
を
切
っ
て
進
む
の
に
対
し
、

鵜
飼
船
は
こ
の
立
板
の
下
に
水
を
取
り

込
み
、
押
さ
え
つ
け
る
よ
う
に
し
て
進

む 

。
（
二
）
四
ツ
乗
（
「
に
ご
は
ん
」
）

　
下
流
域
の
荷
舟
や
猟
舟
に
は
四
ツ
乗

り
（
「
に
ご
は
ん
」
）
が
使
わ
れ
た
。

　
四
ツ
乗
は
一
坪
（
六
尺
立
方
）
の
四

分
の
一
、
「
に
ご
は
ん
」
は
二
合
半
が

語
源
だ
と
い
う
。
ま
た
、
米
で
二
五
俵

積
め
る
舟
の
こ
と
だ
と
も
い
う
。

　
四
ツ
乗
は
流
れ
が
穏
や
か
な
地
域
で

行
動
し
や
す
い
構
造
の
舟
で
、
主
と
し

て
荷
舟
と
し

て
使
わ
れ
、

熱
田
方
面
ま

で
行
く
も
の

も
あ
っ
た
。

中
流
域
で

は
、
前
へ

つ
っ
こ
む
よ

う
に
な
る
の

で
向
い
て
い

な
い
と
い
う
。

　
鵜
飼
荷
船
と

決
定
的
に
違
う

点
は
立
板
が
一

枚
で
、
そ
り
上

が
っ
た
よ
う
な

形
状
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。
全
体
の
形

も
寸
胴
型
で
鵜

飼
形
の
よ
う
な
ほ
っ
そ
り
と
し
た
印
象

と
は
ま
っ
た
く
違
う
。
立
板
は
一
枚
と

い
っ
て
も
板
の
構
成
は
三
枚
か
ら
な
っ

て
い
る
。
こ
の
立
板
の
押
さ
え
で
舟
の

安
定
が
得
ら
れ
て
い
る
。
艫
は
す
っ
き

り
と
断
ち
き
ら
れ
た
よ
う
な
形
状
で
あ

る
。

（
三
）
平
田
船
と
高
瀬
船

　
平
田
船
は
艜ひ
ら
た

船
・
平
駄
船
・
比
良
太

舟
等
と
も
書
か
れ
、
高
瀬
船
よ
り
も
大

き
く
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か

け
て
多
く
用
い
ら
れ
た
。

　
長
さ
約
一
五
〜
二
四
ｍ
、
横
幅
三
〜

四
ｍ
の
吃
水
の
浅
い
川
船
で
、
船
首
に

水
押
が
あ
り
、
船
腹
に
根
棚
・
上
棚
の

二
枚
棚
、
船
尾
に
世せ
い

事じ

（
船
室
）
が
あ
っ

た
。
大
き
な
帆
柱
を
持
ち
、
主
に
帆
走

し
た
が
、
流
れ
の
速
い
上
り
の
場
合
、

曳
船
に
よ
っ
て
運
航
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
多
量
の
物
資
が
積
載
で
き
、
さ
ら

に
海
で
の
航
行
も
可
能
で
あ
る
た
め
、

大
河
川
の
河
口
部
付
近
で
用
い
ら
れ
た

船
で
あ
る 

。

　
船
の
造
り
に
関
し
て
、
平
田
船
は
船

首
下
部
が
鋭
角
的
な
水
押
造
り
と
し
、

二
階
造
り
の
船
体
で
、
長
さ
は
八
間
三

年
の
戸
籍
に
「
鵜
飼
部
」
の
語
が
す
で

に
み
ら
れ
、
岐
阜
県
の
鵜
飼
漁
は
ほ
ぼ

古
事
記
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。

 

鵜
飼
荷
船
は
鵜
飼
猟
の
船
で
は
な
く
物

資
輸
送
用
の
荷
船
で
あ
り
、
猟
船
の
鵜

飼
船
が
荷
船
用
に
改
良
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
鵜
飼
荷
船
の
築
造
技
術
は
、
天て
ん

正し
ょ
う

一

六
（
一
五
八
八
）
年
に
長
良
川
か
ら
木

曽
川
の
帷か
た

子び
ら

村
（
可
児
市
帷
子
）
に
移

入
さ
れ
、
大
脇
湊
（
可
児
市
土ど

田た

大

脇
）
は
木
曽
川
で
初
め
て
造
ら
れ
た
鵜

飼
荷
船
が
使
用
さ
れ
た
湊
で
あ
る
。

　
川
名
は
鵜
飼
船
と
鵜
飼
荷
船
の
違
い

に
つ
い
て
、
鵜
飼
荷
船
の
幅
は
荷
物
を

積
む
た
め
に
少
し
広
い
と
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
船
の
長
さ
と
積
載
量
に
つ

い
て
、
船
の
長
さ
は
二
間
〜
七
間
、
積

載
量
は
一
〇
石
積
〜
七
〇
石
積
と
幅
広

く
分
布
し
て
い
る
が
、
長
さ
で
は
三
間

が
最
も
多
く
次
に
四
間
〜
五
間
、
積
載

量
で
は
二
〇
石
が
最
も
多
く
次
に
三
〇

石
、
一
六
石
、
四
〇
石
積
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
な
お
、
和
船
の
積
載
量
一

石
は
一
〇
立
法
尺
で
、
木
材
の
容
積
単

位
石
（=

〇
．
二
七
八
㎥
）
と
同
じ
で

あ
る 

。

　
鵜
飼
荷
船
は
、
川
を
上
下
す
る
直
線

運
動
が
基
本
で
、
川
の
中
で
の
回
転
は

少
な
く
、
下
り
は
舳へ
さ
き

を
前
に
し
、
上
り

は
艫
を
前
に
し
て
進
め
る
こ
と
が
多

く
、
舳
と
艫
の
区
別
が
つ
か
な
い
。

　
宝ほ
う

暦れ
き

一
一
（
一
七
六
一
）
年
に
書
か

れ
た
『
和
漢
船
用
集
』
は
、
「
猟
船
の

鵜
飼
船
に
あ
ら
ず
。…

高
瀬
船
な
れ
ど

も
、
其
制
異
形
に
し
て
、
上
棚
な
く
、

尺
〜
一
三
間（
一
五
．五
〜
二
三
．六
ｍ
）、

幅
一
間
四
尺
〜
二
間
三
尺
（
三
〜
四
．

五
ｍ
）、
最
大
級
は
三
〇
〇
石
積
（
四
五

ト
ン
）
程
度
で
あ
る
。
一
方
、
高
瀬
船

は
船
首
が
平
坦
な
箱
型
い
わ
ゆ
る
戸と

立だ
て

造
り
と
し
、
一
枚
棚
の
船
体
で
、
長
さ

は
五
間
一
尺
〜
一
四
間
五
尺
（
九
．
四

〜
二
七
ｍ
）、
幅
一
間
一
尺
〜
二
間
五
尺

（
二
．
一
〜
五
．
二
ｍ
）、
最
大
級
は
五

〇
〇
石
積
（
七
五
ト
ン
）
程
度
で
あ
る 

。

四
．
木
曽
三
川
で
の
船

（
一
）
木
曽
川
で
使
用
さ
れ
た
船

　
物
資
輸
送
用
の
川
船
（
渡
船
と
農
耕

用
船
を
除
く
）
は
、
鵜
飼
形
船
（
荷
船
）

が
最
も
多
く
、
次
に
寛
文
期
（
一
六
六

一
〜
七
二
）
か
ら
史
料
に
見
ら
れ
る
「
四

ツ
乗
船
」
で
、起
（
一
宮
市
起
）
で
「
高

瀬
船
」、
葛か
つ
ら

木ぎ
（
愛
西
市
葛
木
町
）
で
「
平

田
船
」
の
記
述
が
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る

程
度
で
あ
る
。

　
ま
た
、
船
種

の
分
布
に
つ
い

て
は
、
鵜
飼
荷

船
は
木
曽
川
が

長
良
川
と
合

流
す
る
神し
ん

明み
ょ
う

津づ

（
稲
沢
市
祖

父
江
町
神
明

津
）
辺
り
よ
り

上
流
に
多
く
、

四
ツ
乗
船
は
神

明
津
辺
り
よ
り

下
流
が
中
心

で
、
神
明
津
辺

り
の
中
牧
村
（
稲
沢
市
祖
父
江
町
中
牧
）

や
鵜う

多た

須す

村
（
愛
西
市
鵜
多
須
町
）
は

混
在
地
域
で
あ
る
。
な
お
平
田
船
は
下

流
部
だ
け
に
現
れ
る
。

　
川
船
は
特
定
の
村
に
偏
在
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
遡
上
終
点
の
錦に
し

織こ
お
り

（
八
百

津
町
錦
織
）
は
重
要
な
川
湊
で
あ
っ
た

が
船
持
ち
は
居
ら
ず
、
約
二
．
五
㎞
下

流
の
黒く
ろ

瀬ぜ

に
六
〇
艘
も
の
鵜
飼
船
が

あ
っ
た
。
ま
た
、飛
騨
川
の
下
麻
生
（
加

茂
郡
川
辺
町
下
麻
生
）
三
〇
艘
、
小こ

山や
ま

（
美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
小
山
）
二
五
艘

で
、
木
曽
川
と
の
合
流
後
の
川
合
（
美

濃
加
茂
市
川
合
）
で
二
九
艘
、宮
田
（
江

南
市
宮
田
町
）
三
五
艘
、
北
方
（
一
宮

市
北
方
町
）
二
六
艘
と
偏
在
し
て
い
た
。

（
二
）
長
良
川
の
舟

　
長
良
川
の
舟
運
は
、
慶け
い

長ち
ょ
う

・
元げ
ん

和な

・

寛か
ん

永え
い

期
（
一
五
九
六
〜
一
六
四
三
）
か

ら
本
格
的
に
開
始
さ
れ
、
さ
ら
に
、
本

流
以
外
に
大
小
の
支
流
に
及
ん
だ
。

　
川
名
は
、
舟
運
に
使
用
さ
れ
た
川
船

は
、「
鵜
飼
形
船
」が
荷
船
の
中
心
で
、中
・

下
流
部
で
「
四
ツ
乗
船
」
が
現
れ
、
木

曽
川
で
見
ら
れ
た
「
高
瀬
船
」
や
「
平

田
船
」
は
長
良
川
の
史
料
で
は
見
ら
れ

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
明め
い

暦れ
き

二
（
一
六
五
六
）
年
に
は
、
本

流
の
川
船
は
、
上こ
う

有ず

知ち

湊
（
美
濃
市
）

か
ら
約
八
㎞
上
流
の
美
濃
市
須
原
か
ら

下
流
部
の
可
航
範
囲
の
支
流
を
含
む
ほ

ぼ
全
域
を
展
開
し
て
い
た
。
例
え
ば
右

支
川
板
取
川
で
は
長
良
川
と
の
合
流
点

か
ら
ほ
ぼ
五
㎞
上
流
の
美
濃
市
わ蕨ら
生び

ま

で
、
右
支
川
武む

儀ぎ

川
で
は
合
流
点
か
ら

ほ
ぼ
六
㎞
上
流
の
関
市
武む

芸げ

川が
わ

町ち
ょ
う

平ひ
ら

ま

で
、
左
支
川
津
保
川
で
は
合
流
点
か
ら

ほ
ぼ
二
〇
㎞
上
流
の
関
市
神か
み

野の

ま
で
船

が
入
っ
て
い
た
。

（
三
）
揖
斐
川
の
舟

　
川
名
は
、
揖
斐
川
で
使
用
さ
れ
た
川

船
は
、
木
曽
・
長
良
川
と
同
じ
鵜
飼
形

船
で
あ
り
、
弘こ
う

化か

二
（
一
八
四
五
）
年

房ぼ
う

島じ
ま

村
（
揖
斐
川
町
房
島
）
の
船
一
二

〇
艘
は
鵜
飼
形
船
七
六
艘
、
小
船
四
四

艘
で
、
平
田
船
や
高
瀬
船
は
見
当
た
ら

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、

揖
斐
川
町
歴

史
民
俗
資
料

館
に
は
、
桑

名
や
名
古
屋

に
段つ

木だ

・
木

炭
・
米
・
石

灰
を
運
ん
だ

長
さ
八
間

（
約
一
五
ｍ
）

の「
親
舟（
鵜

船
）」
が
展
示
し
て
あ
り
、
こ
の
船
の
船

首
は
平
坦
な
箱
型
い
わ
ゆ
る
戸
立
造
り

で
あ
り
、
高
瀬
船
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
川
名
は
、
濃
州
三
湊
（
烏
江
・

栗
笠
・
船
付
）
か
ら
九
里
半
街
道
を
経

て
米
原
に
出
て
京
都
に
結
ぶ
ル
ー
ト
で

は
、
牧
田
川
が
合
流
し
た
揖
斐
川
左
岸

の
今
尾
（
海
津
市
平
田
町
今
尾
）
で
、

海
で
の
航
行
が
可
能
な
平
田
船
と
高
瀬

船
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
、
と
述
べ

て
い
る
。

　
例
え
ば
、
寛か
ん

文ぶ
ん

二
（
一
六
六
二
）
年

の
濃
州
三
湊
の
三
五
艘
の
船
は
平
田
船

二
七
艘
、
小
四
ツ
乗
船
三
艘
、
瀬
取
船

三
艘
、
渡
し
船
二
艘
で
、
高
瀬
船
は
皆

無
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
宝ほ
う

永え
い

五
（
一
七

〇
八
）
年
、
今
尾
村
の
船
五
艘
は
高
瀬

船
二
艘
、
小
高
瀬
船
一
艘
、
渡
し
船
二

艘
で
あ
っ
た
が
、
二
八
年
後
の
元げ
ん

文ぶ
ん

元

（
一
七
三
六
）
年
に
は
、
四
〇
石
・
五
〇

石
積
の
高
瀬
船
計
四
艘
、
小
高
瀬
船
一

艘
、
四
ツ
乗
船
二
艘
、
渡
し
船
二
艘
と
、

高
瀬
船
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
濃
州
三
湊
周
辺
の
土
砂

堆
積
が
時
代
と
と
も
に
進
み
、
浅
瀬
の

た
め
に
平
田
船
の
使
用
が
で
き
な
く
な

り
、
徐
々
に
平
田
船
が
減
少
し
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
天て
ん

保ぽ
う

四
（
一
八
三
三
）
年

に
三
湊
は
所
有
す
る
平
田
船
二
〇
艘
の

う
ち
一
二
艘
を
鵜
飼
形
船
二
四
艘
に
替

え
、
さ
ら
に
安あ
ん

政せ
い

五
（
一
八
五
八
）
年

に
は
残
り
八
艘
の
内
六
艘
を
四
・
五
〇

石
積
の
鵜
飼
形
船
一
二
艘
に
替
え
、
鵜

飼
形
船
三
六
艘
、
平
田
船
二
艘
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）

年
に
は
鵜
飼
形
船
四
四
艘
と
な
っ
て
い

る
。

五
．
お
わ
り
に

　
刳
船
の
築
造
年
は
ま
だ
確
定
し
て
い

な
い
が
、
諸
桑
の
刳
船
は
近
隣
へ
の
物

資
輸
送
だ
け
で
は
な
く
、
遠
隔
地
へ
の

通
船
も
予
想
さ
れ
る
「
海
舟
」
の
可
能

性
す
ら
秘
め
て
い
る
。

　
川
船
の
形
状
は
、
木
曽
三
川
の
本
流

や
支
川
の
河
状
に
応
じ
て
異
な
っ
て
い

る
が
、
河
床
へ
の
土
砂
堆
積
に
よ
っ
て

舟
の
積
載
量
を
犠
牲
に
し
つ
つ
舟
の
形

状
を
変
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

■
参
考
文
献

『
郷
土
遍
歴
記
そ
の
七
五
諸
桑
の
古
船
広
報

さ
お
り
』
第
二
〇
三
号
　
昭
和
六
二
年
九
月

『
複
材
刳
船
の
考
察―

と
く
に
閂
式
嵌
接

法
に
関
連
し
て―

』
　
　
　 

　
石
井
謙
治

松
本
信
廣
先
生
追
悼
論
文
集

一
九
八
二
年

『
図
説
和
船
史
話
』
　
　
　
　
　
石
井
謙
治

至
誠
堂
　
昭
和
五
八
年

『
諸
桑
の
古
船
』
　
　 

小
考
　
石
田
泰
弘

名
古
屋
大
学
加
速
器
質
量
分
析
計
業
績

報
告
書
（
Ⅴ
） 

　
　
　
　    

　
平
成
六
年

『
近
世
日
本
の
川
船
研
究
（
下
）
』川

名
　
登

日
本
経
済
評
論
社
　
二
〇
〇
五
年

『
ぎ
ふ
山
の
生
活
川
の
生
活
』

第
一
四
回
国
民
文
化
祭
岐
阜
県
実
行
委
員
会

一
九
九
九
年

『
平
田
船
と
高
瀬
船
（
船
の
科
学
館
も
の
知

り
シ
ー
ト
）』 

日
本
海
事
科
学
振
興
財
団

K
ISSO

創
刊
一
〇
〇
号
記
念

濃尾平野衛星写真
長さ8間の親船（右側鵜飼荷船）
（揖斐川町歴史民俗資料館蔵）

牧田川の大船（『ぎふ山の生活川の生活』81頁）

近世後期木曽川川湊（『美濃加茂市史』より）
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歴
史
記
録

長
期
流
出
と
流
域

は
し
が
き

　
濃
尾
平
野
の
歴
史
は
洪
水
と
の
闘

い
の
歴
史
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
伊

藤
安
男
は
そ
の
著
書
「
洪
水
と
人

間
」
に
、
「
そ
の
相
克
の
歴
史
」
と

副
題
を
つ
け
て
い
る
。

　
濃
尾
平
野
に
あ
っ
て
は
「
四
刻
八

刻
十
二
刻
」、「
上
げ
仏
壇
」、「
水

屋
」
な
ど
短
期
間
に
起
こ
る
洪
水
時

の
現
象
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
引
き

起
こ
さ
れ
る
事
柄
を
指
す
言
葉
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
濃
尾
平
野
で
の
文
化
で
も
あ

ろ
う
。
一
方
、
こ
の
地
に
あ
っ

て
も
、
よ
り
長
い
時
間
を
か
け

た
現
象
や
住
み
方
も
あ
る
わ
け

で
、
そ
れ
ら
は
「
株
井
戸
」
や

「
堀
田
」
な
ど
の
言
葉
に
代
表

さ
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
文
化
の
裏
に
は
、

必
ず
そ
れ
な
り
の
地
形
・
地

質
・
気
象
学
的
な
条
件
が
あ

り
、
そ
れ
に
向
け
て
も
、
ま
た

人
間
の
挑
戦
が
あ
る
。
筆
者

は
、
残
念
な
が
ら
濃
尾
平
野
を

直
接
扱
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
長
期
間
の
雨
水
の
河
川
へ

の
流
出
の
問
題
を
扱
っ
て
き

た
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
長
期

流
出
の
問
題
を
考
え
、
今
後
の
諸
問

題
の
一
助
と
し
よ
う
。

長
期
流
出
と
低
減
特
性

　
流
域
に
降
っ
た
雨
が
河
川
に
流
れ

出
て
く
る
現
象
を
「
流
出
」
と
言

い
、
洪
水
の
よ
う
に
短
期
間
に
起
こ

る
現
象
を
「
短
期
流
出
」、
長
期
間
に

わ
た
る
現
象
を
「
長
期
流
出
」
と
い

う
。
洪
水
が
大
雨
に
原
因
し
て
い
る

よ
う
に
、
長
期
流
出
は
地
下
水
が
そ

の
源
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
雨
の

降
ら
な
い
日
が
続
い
て
も
川
を
潤
し

て
い
る
の
は
地
下
水
が
流
出
し
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
短
期
流
出
、
長
期
流
出
の
場
合

に
も
、
そ
の
低
減
部
に
は
、
そ
の
河

川
ご
と
に
特
徴
的
な
性
質
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
低
減
部
に
見
ら
れ
る
特
徴

は
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
流
出
モ
デ

ル
（
降
雨
か
ら
流
出
を
算
出
す
る
モ

デ
ル
）
を
組
み
上
げ
る
と
き
に
、
そ

の
最
も
基
本
と
な
る
量
を
与
え
る
ほ

ど
、
水
文
学
で
は
重
要
な
も
の
で
あ

る
。
そ
の
表
現
に
は
い
く
つ
か
の
も

の
が
あ
る
が
、
も
っ
と
も
、
良
く
使

わ
れ
る
の
は
、
指
数
関
数
に
よ
る
表

現
、
あ
る
い
は
そ
の
組
み
合
わ
せ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
少
し
違
う

道
を
進
む
こ
と
に
し
た
。

被
圧
地
下
水
と
不
被
圧
地
下
水

　
長
期
流
出
を
地
下
水
の
流
出
と
考

え
る
と
、
地
下
水
帯
内
で
の
水
の
流

れ
の
持
つ
力
学
的
な
特
性
に
違
っ
た

性
質
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
違
い

は
流
出
の
特
性
の
に
も
反
映
す
る
で

あ
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
被
圧

地
下
水
と
不
被
圧
地
下
水
を
取
り
上

げ
た
。
地
下
水
は
前
者
で
は
圧
力
伝

搬
型
、
後
者
で
は
拡
散
型
の
性
質
を

持
つ
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
基
礎
と
し

て
実
際
の
流
域
で
の
こ
と
、
モ
デ
ル

内
の
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
検
討
し

た
結
果
、
長
期
間
の
流
出
は
こ
の
二

つ
の
成
分
か
ら
な
り
、
と
く
に
長
期

流
出
の
低
減
部
で
は
（
雨
の
降
ら
な

い
日
が
続
い
た
あ
と
で
は
）
川
水
の

ほ
と
ん
ど
は
不
被
圧
地
下
水
の
流
出

成
分
か
ら
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
以
下
で
は
不

被
圧
地
下
水
の
流
出
成
分
に
つ
い
て

の
み
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
不
被
圧
地
下
水
の
流

出
成
分
の
低
減
は
左
に
示
す
式
の
よ

う
に
な
る
。
こ
こ
に
、
Ｑ
ｕ
ｏ
，
Ｑ

ｕ
（
ｔ
）
は
低
減
を
始
め
て
か
ら
の

０
時
間
目
、
ｔ
時
間
目
の
不
被
圧
地

下
水
の
流
出
成
分
で
あ
り
、
Ｋ
は
低

減
の
状
態
を
表
す
係
数
で
あ
る
。

流
域
と
低
減
特
性

　
低
減
係
数
Ｋ
が
一
定
の
流
域
で
は

い
つ
も
同
じ
状
態
で
低
減
を
す
る
こ

と
に
な
る
。
実
は
我
が
国
の
資
料
を

扱
っ
て
い
た
段
階
で
は
、
Ｋ
の
値

は
、
流
域
面
積
が
小
さ
い
流
域
で
は

一
定
に
な
る
も
の
の
、
流
域
面
積
が

大
き
く
な
る
と
一
定
に
は
な
ら
な
い

流
域
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
流
域
が
大
き
く
な
る
と
ま
た
一
定

値
に
な
る
な
ど
、
複
雑
な
様
相
を
示

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
に
、
い

わ
ば
答
え
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
ド

イ
ツ
の
河
川
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
並
び
に
我
が
国
の
河
川
の

五
〇
ほ
ど
の
流
域
に
つ
い
て
、
い
ろ

い
ろ
な
時
の
流
域
ご
と
の
Ｋ
の
値
の

平
均
値
を
し
め
し
た
の
が
図―

１
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
如
何
様

な
線
も
入
れ
ら
れ
そ
う
だ
が
、
私
は

図―

２
の
よ
う
に
四
五
度
の
線
を
入

れ
た
。

　
一
つ
に
は
、
Ｋ
が
流
域
面
積
と
逆

比
例
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
扱
う
と
、
こ
の
図
は

「
流
域
は
大
き
さ
に
よ
っ
て
い
く
つ

か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
内
で

は
、
Ｋ
の
値
は
流
域
面
積
の
大
き
さ

と
共
に
あ
る
一
定
の
法
則
に
従
っ
て

連
続
的
に
減
少
す
る
が
、
流
域
面
積

が
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
限
界
を
超
し

て
、
次
の
グ
ル
ー
プ
に
は
い
る
と
、

Ｋ
の
値
は
不
連
続
的
に
変
化
す
る
」

事
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
様
な
構
造
は
、
じ
つ
は
流
域

の
構
造
と
も
き
わ
め
て
似
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
上
流
か
ら
下
流
に
む

か
っ
て
流
域
面
積
は
徐
々
に
大
き
く

な
る
が
、
あ
る
程
度
大
き
な
支
川
を

含
む
と
不
連
続
的
に
面
積
は
お
お
き

く
な
る
。
実
際
の
流
域
は
地
質
的
に

も
地
形
的
に
も
複
雑
で
は
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
形
態
と
し
て
通

常
の
流
域
で
は
地
形
則
か
ら
も
こ
の

様
な
事
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
さ
て
、
い
ま
の
図―

２
は
Ｋ
の
値

の
平
均
値
Ｋ
を
示
し
た
の
だ
が
、
同

じ
図
に
Ｋ
の
値
の
変
化
の
幅
を
も
書

き
加
え
た
の
が
こ
の
図
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
「
流
域
面
積
が
ひ
と

つ
の
グ
ル
ー
プ
の
範
囲
で
は
、
流
域

面
積
が
小
さ
い
と
き
に
は
、
Ｋ
の
値

の
ば
ら
つ
き
は
大
き
い
が
、
流
域
面

積
が
大
き
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、

ば
ら
つ
き
の
幅
は
だ
ん
だ
ん
小
さ
く

な
り
、
や
が
て
ほ
と
ん
ど
ば
ら
つ
き

の
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
流

域
で
は
Ｋ
は
一
定
と
考
え
て
も
よ
い

よ
う
に
な
っ
て
く
る
」
こ
と
に
な

る
。

　
何
故
こ
の
よ
う
に
な
る
か
と
い
う

の
も
、
実
は
先
ほ
ど
の
流
域
の
構
造

と
関
係
が
あ
る
。
流
域
が
大
き
な
支

川
流
域
を
持
っ
て
い
る
と
き
に

は
、
ど
ち
ら
の
流
域
に
雨
が
多

い
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
す
な
わ

ち
、
ど
ち
ら
の
支
川
流
域
の
性

質
が
効
い
て
く
る
か
に
よ
っ

て
、
下
流
の
特
性
は
そ
の
と
き

そ
の
と
き
で
変
化
す
る
。

　
そ
し
て
、
流
域
面
積
が
だ
ん

だ
ん
と
大
き
く
な
る
に
し
た

が
っ
て
、
流
域
内
の
い
ろ
い
ろ

な
性
質
が
平
均
化
さ
れ
大
き
な

流
域
で
は
統
計
的
な
意
味
で
の

あ
る
一
定
の
特
性
が
外
見
上
見

え
て
く
る
と
言
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
流
出
問
題

を
取
り
扱
う
と
き
の
流
域
の
大

き
さ
の
扱
い
方
に
大
変
大
き
な
示
唆

を
与
え
て
く
る
。

流
域
と
ラ
ン
ピ
ン
グ

　
Ｋ
の
値
は
い
わ
ば
流
域
全
体
を
代

表
す
る
値
で
あ
る
。
こ
の
値
が
い
つ

も
一
定
で
変
化
し
な
い
と
言
う
こ
と

は
、
そ
の
流
域
は
「
安
心
し
て
ひ
と

つ
の
モ
デ
ル
に
表
現
し
う
る
」
と
言

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
逆
に
、
こ
の
値
が
そ
の
と
き
そ
の

と
き
の
状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と

言
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
流
域
全

体
を
纏
め
て
扱
う
の
は
難
し
い
と
言

う
こ
と
で
あ
る
。

　
流
域
は
、
当
然
地
形
・
地
質
・
植

生
な
ど
な
ど
大
変
に
複
雑
で
あ
る

が
、
流
域
の
内
部
の
細
か
い
と
こ
ろ

ま
で
計
測
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
実
際
に
は
、
あ
る
程
度

の
大
き
さ
の
面
積
を
取
り
ま
と
め
ひ

と
つ
の
単
位
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
多
様
な
要
素
が
複
雑
に
分
布
し
て

い
る
系
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し

て
扱
う
こ
と
を
ラ
ン
ピ
ン
グ
と
い

う
。
先
に
得
ら
れ
た
事
柄
は
、
地
下

水
の
流
出
現
象
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
流
域
は
単
位
流
域
と
し
て
扱
う

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ラ
ン
ピ
ン
グ

で
き
る
の
か
、
で
き
な
い
の
か
と
言

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

あ
と
が
き

　
こ
こ
で
は
、
流
出
な
ど
と
視
点
を

代
え
低
減
特
性
の
扱
い
を
通
じ
て
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
や
長
期
流
出

の
モ
デ
ル
の
扱
い
な
ど
を
検
討
し

た
。
今
日
で
は
、
水
系
全
体
を
眺
め

た
治
水
策
、
水
資
源
策
、
さ
ら
に
は

環
境
上
の
扱
い
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

　
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
こ
こ
で
指

摘
し
た
事
柄
が
い
ろ
い
ろ
な
ヒ
ン
ト

の
一
つ
と
な
れ
ば
、
筆
者
と
し
て
は

う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。
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史
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髙
木

　不
折

一
．
は
じ
め
に

　
川
船
の
形
状
は
、
上
下
流
域
で
の
川

幅
や
水
深
さ
ら
に
流
勢
の
違
い
と
輸
送

物
資
に
合
わ
せ
て
、
大
き
く
異
な
っ
て

い
た
。

　
本
編
で
は
、
ま
ず
は
愛
西
市
諸
桑
町

で
出
土
し
た
丸
太
を
刳く

り
抜
い
て
造
っ

た
刳く
り

船ぶ
ね

に
触
れ
た
後
、
木
曽
三
川
で
主

に
用
い
ら
れ
た
船
の
構
造
に
つ
い
て
触

れ
る
。

二
．
諸
桑
の
古
舟

　
最
も
原
始
的
な
「
舟
」
は
丸
太
船
で

筏
も
丸
太
船
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の

後
、
二
つ
割
り
に
し
た
丸
太
を
刳
り
抜

い
た
「
刳
船
」
と
な
り
、
刳
船
に
接
ぎ

木
な
ど
を
施
し
た
「
半
構
造
船
（
準
構

造
船
）
」
か
ら
、
骨
組
み
と
板
に
よ
る

「
構
造
船
」
へ
と
進
化
し
た
。

　
天て
ん

保ぽ
う

九
（
一
八
三
八
）
年
閏
四
月
尾

張
国
海
東
郡
諸も
ろ

桑く
わ

村
（
愛
西
市
諸
桑

町
）
の
満ま
ん

成じ
ょ
う

寺じ

裏
の
隣
家
と
境
を
な
す

田
か
ら
、
長
さ
六
八
〜
八
〇
尺
（
二

〇
．
四
〜
二
四
ｍ
）
、
幅
五
〜
七
尺
程

（
一
．
五
〜
二
．
一
ｍ
）
のく

楠す
の
きの
刳
船

が
出
土
し
た
。
こ
の
古
船
は
六
年
後
に

発
行
さ
れ
た
尾
張
名
所
図
会
に
そ
の
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
古
船
の
分
断
さ
れ
た
木
片
は
、
田
の

持
ち
主
鈴
木
宅
に
四
片
と
満
成
寺
に
二

片
保
存
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
古
船
は
、

丸
太
を
軸
方
向
と
平
行
に
半
分
の
厚
さ

に
切
断
し
た
大
木
（
反は
ん

割わ

り
）
を
集
め

て
繋
い
だ
「
複
材
刳
船
」
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
複
材
刳

船
」
は
紀
元

三
・
四
世
紀

か
ら
一
三
世

紀
の
鎌
倉
時

代
ま
で
に
使

わ
れ
た
古
い

型
の
船
で
、

大
阪
の
鯰な
ま

江ず
え

川
と
鼬い
た
ち

川
で

発
掘
さ
れ
た
も
の
は
共
に
戦
災
で
焼
失

し
て
お
り
、
諸
桑
の
古
船
は
現
存
す
る

唯
一
の
物
で
あ
る
。

　
『
尾
張
名
所
図
会
』
に
「
三
ヶ
所
つ

き
（
ぎ
）
て
か
ん
ぬ
き
（
閂
）
を
も
っ

て
是
を
さ
す
」
と
、
閂
式
の
「
複
材
刳

船
」
の
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

記
載
が
見
ら
れ
る
。

　
石
井
謙
治
は
、
「
諸
桑
の
古
船
」
は

長
材
を
得
ら
れ
な
いく

樟す
の
きで
の
刳
船
の
た

め
、
三
ヶ
所
で
接
合
し
た
四
材
構
成
の

複
材
刳
船
か
ま
た
は
舷
側
板
を
付
け
た

半
構
造
船
（
海
舟
）
で
あ
っ
た
と
考
え

て
い
る
。

　
石
井
は
船
の
築
造
年
代
に
つ
い
て
、

「
古
墳
時
代
（
三
世
紀
中
頃
〜
七
世
紀

頃
）
末
期
当
り
に
比
定
で
き
る
」
と
の

松
本
信
廣
の
意
見
を
尊
重
し
つ
つ
も
、

複
材
刳
船
技
術
が
鎌
倉
時
代
（
一
一
八
五

〜
一
三
三
三
）
で
も
主
流
で
あ
っ
た
こ
と

を
重
視
し
て
、
築
造
年
代
を
「
鎌
倉
時

代
ま
で
下
げ
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
一
方
、
佐
屋
町
は
一
九
九
二
〜
九
三

年
度
に
か
け
て
二
回
、
古
船
の
木
片
調

査
（
放
射
性
炭
素
14
年
代
測
定
）
を

行
っ
た
。

　
こ
の
測
定
に
よ
る
と
、
木
片
年
代
は

Ｂ
．
Ｃ
．
一
五
〇
〇
±
一
三
〇
年
〜

Ａ
．
Ｄ
．
七
四
〇
±
一
二
〇
年
の
広
い

測
定
年
代
範
囲
中
に
Ｂ
．
Ｃ
．
二
〇
〇

年
前
後
の
測
定
値
が
四
個
集
中
し
て
い

た
。

　
石
田
泰
弘

は
こ
れ
ら
の

調
査
結
果
か

ら
、
木
片
年

代
の
ば
ら
つ

き
は
出
土
後

の
保
管
環
境

条
件
に
よ
る

と
し
、
木
片

の
分
析
年
代

が
古
船
の
建

造
時
期
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
し
な

が
ら
、
古
船
は
弥
生
時
代
（
Ｂ
．
Ｃ
．

三
世
紀
頃
〜
Ａ
．
Ｄ
．
三
世
紀
中
頃
）

中
期
頃
に
造
ら
れ
た
と
推
測
し
て
い

る
。

　
つ
ま
り
古
船
の
築
造
年
は
、
弥
生
時

代
（
石
田
）
、
古
墳
時
代
（
松
本
）
さ

ら
に
鎌
倉
時
代
（
石
井
）
と
、
極
め
て

幅
広
い
歴
史
の
流
れ
の
中
に
ま
だ
漂
っ

て
い
る
。
　三

．
川
船
の
構
造

（
一
）
鵜
飼
荷
船

　
正
倉
院
に
残
る
大
宝
二
（
七
〇
二
）

箱
作
り
に
似
て
舳
・
艫
わ
か
ち
が
た

し
。
両
頭
船
と
も
言
へ
し
。
近
国
の
も

の
、
此
船
を
云
て
、
と
も
が
お
も
て

か
、
お
も
て
が
と
も
か
、
と
い
へ

り
。
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
舳
が

高
く
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
へ
た
か

船
」
「
さ
さ
船
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
鵜
飼
形
船
の
特
徴
は
、
船
の
先
端
が

戸
立
型
で
二
枚
の
立
板
で
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
端
の
腕
の
下
に

こ
の
二
枚
の
縦
長
の
立
板
（
二
枚
立
板

又
は
二
枚
胴
と
言
う
）
が
左
前
に
鋭
角

に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
海
船
が
船
首
の

水み

押お
し

で
水
を
切
っ
て
進
む
の
に
対
し
、

鵜
飼
船
は
こ
の
立
板
の
下
に
水
を
取
り

込
み
、
押
さ
え
つ
け
る
よ
う
に
し
て
進

む 

。
（
二
）
四
ツ
乗
（
「
に
ご
は
ん
」
）

　
下
流
域
の
荷
舟
や
猟
舟
に
は
四
ツ
乗

り
（
「
に
ご
は
ん
」
）
が
使
わ
れ
た
。

　
四
ツ
乗
は
一
坪
（
六
尺
立
方
）
の
四

分
の
一
、
「
に
ご
は
ん
」
は
二
合
半
が

語
源
だ
と
い
う
。
ま
た
、
米
で
二
五
俵

積
め
る
舟
の
こ
と
だ
と
も
い
う
。

　
四
ツ
乗
は
流
れ
が
穏
や
か
な
地
域
で

行
動
し
や
す
い
構
造
の
舟
で
、
主
と
し

て
荷
舟
と
し

て
使
わ
れ
、

熱
田
方
面
ま

で
行
く
も
の

も
あ
っ
た
。

中
流
域
で

は
、
前
へ

つ
っ
こ
む
よ

う
に
な
る
の

で
向
い
て
い

な
い
と
い
う
。

　
鵜
飼
荷
船
と

決
定
的
に
違
う

点
は
立
板
が
一

枚
で
、
そ
り
上

が
っ
た
よ
う
な

形
状
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。
全
体
の
形

も
寸
胴
型
で
鵜

飼
形
の
よ
う
な
ほ
っ
そ
り
と
し
た
印
象

と
は
ま
っ
た
く
違
う
。
立
板
は
一
枚
と

い
っ
て
も
板
の
構
成
は
三
枚
か
ら
な
っ

て
い
る
。
こ
の
立
板
の
押
さ
え
で
舟
の

安
定
が
得
ら
れ
て
い
る
。
艫
は
す
っ
き

り
と
断
ち
き
ら
れ
た
よ
う
な
形
状
で
あ

る
。

（
三
）
平
田
船
と
高
瀬
船

　
平
田
船
は
艜ひ
ら
た

船
・
平
駄
船
・
比
良
太

舟
等
と
も
書
か
れ
、
高
瀬
船
よ
り
も
大

き
く
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か

け
て
多
く
用
い
ら
れ
た
。

　
長
さ
約
一
五
〜
二
四
ｍ
、
横
幅
三
〜

四
ｍ
の
吃
水
の
浅
い
川
船
で
、
船
首
に

水
押
が
あ
り
、
船
腹
に
根
棚
・
上
棚
の

二
枚
棚
、
船
尾
に
世せ
い

事じ

（
船
室
）
が
あ
っ

た
。
大
き
な
帆
柱
を
持
ち
、
主
に
帆
走

し
た
が
、
流
れ
の
速
い
上
り
の
場
合
、

曳
船
に
よ
っ
て
運
航
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
多
量
の
物
資
が
積
載
で
き
、
さ
ら

に
海
で
の
航
行
も
可
能
で
あ
る
た
め
、

大
河
川
の
河
口
部
付
近
で
用
い
ら
れ
た

船
で
あ
る 

。

　
船
の
造
り
に
関
し
て
、
平
田
船
は
船

首
下
部
が
鋭
角
的
な
水
押
造
り
と
し
、

二
階
造
り
の
船
体
で
、
長
さ
は
八
間
三

年
の
戸
籍
に
「
鵜
飼
部
」
の
語
が
す
で

に
み
ら
れ
、
岐
阜
県
の
鵜
飼
漁
は
ほ
ぼ

古
事
記
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。

 

鵜
飼
荷
船
は
鵜
飼
猟
の
船
で
は
な
く
物

資
輸
送
用
の
荷
船
で
あ
り
、
猟
船
の
鵜

飼
船
が
荷
船
用
に
改
良
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
鵜
飼
荷
船
の
築
造
技
術
は
、
天て
ん

正し
ょ
う

一

六
（
一
五
八
八
）
年
に
長
良
川
か
ら
木

曽
川
の
帷か
た

子び
ら

村
（
可
児
市
帷
子
）
に
移

入
さ
れ
、
大
脇
湊
（
可
児
市
土ど

田た

大

脇
）
は
木
曽
川
で
初
め
て
造
ら
れ
た
鵜

飼
荷
船
が
使
用
さ
れ
た
湊
で
あ
る
。

　
川
名
は
鵜
飼
船
と
鵜
飼
荷
船
の
違
い

に
つ
い
て
、
鵜
飼
荷
船
の
幅
は
荷
物
を

積
む
た
め
に
少
し
広
い
と
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
船
の
長
さ
と
積
載
量
に
つ

い
て
、
船
の
長
さ
は
二
間
〜
七
間
、
積

載
量
は
一
〇
石
積
〜
七
〇
石
積
と
幅
広

く
分
布
し
て
い
る
が
、
長
さ
で
は
三
間

が
最
も
多
く
次
に
四
間
〜
五
間
、
積
載

量
で
は
二
〇
石
が
最
も
多
く
次
に
三
〇

石
、
一
六
石
、
四
〇
石
積
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
な
お
、
和
船
の
積
載
量
一

石
は
一
〇
立
法
尺
で
、
木
材
の
容
積
単

位
石
（=

〇
．
二
七
八
㎥
）
と
同
じ
で

あ
る 

。

　
鵜
飼
荷
船
は
、
川
を
上
下
す
る
直
線

運
動
が
基
本
で
、
川
の
中
で
の
回
転
は

少
な
く
、
下
り
は
舳へ
さ
き

を
前
に
し
、
上
り

は
艫
を
前
に
し
て
進
め
る
こ
と
が
多

く
、
舳
と
艫
の
区
別
が
つ
か
な
い
。

　
宝ほ
う

暦れ
き

一
一
（
一
七
六
一
）
年
に
書
か

れ
た
『
和
漢
船
用
集
』
は
、
「
猟
船
の

鵜
飼
船
に
あ
ら
ず
。…

高
瀬
船
な
れ
ど

も
、
其
制
異
形
に
し
て
、
上
棚
な
く
、

尺
〜
一
三
間（
一
五
．五
〜
二
三
．六
ｍ
）、

幅
一
間
四
尺
〜
二
間
三
尺
（
三
〜
四
．

五
ｍ
）、
最
大
級
は
三
〇
〇
石
積
（
四
五

ト
ン
）
程
度
で
あ
る
。
一
方
、
高
瀬
船

は
船
首
が
平
坦
な
箱
型
い
わ
ゆ
る
戸と

立だ
て

造
り
と
し
、
一
枚
棚
の
船
体
で
、
長
さ

は
五
間
一
尺
〜
一
四
間
五
尺
（
九
．
四

〜
二
七
ｍ
）、
幅
一
間
一
尺
〜
二
間
五
尺

（
二
．
一
〜
五
．
二
ｍ
）、
最
大
級
は
五

〇
〇
石
積
（
七
五
ト
ン
）
程
度
で
あ
る 

。

四
．
木
曽
三
川
で
の
船

（
一
）
木
曽
川
で
使
用
さ
れ
た
船

　
物
資
輸
送
用
の
川
船
（
渡
船
と
農
耕

用
船
を
除
く
）
は
、
鵜
飼
形
船
（
荷
船
）

が
最
も
多
く
、
次
に
寛
文
期
（
一
六
六

一
〜
七
二
）
か
ら
史
料
に
見
ら
れ
る
「
四

ツ
乗
船
」
で
、起
（
一
宮
市
起
）
で
「
高

瀬
船
」、
葛か
つ
ら

木ぎ
（
愛
西
市
葛
木
町
）
で
「
平

田
船
」
の
記
述
が
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る

程
度
で
あ
る
。

　
ま
た
、
船
種

の
分
布
に
つ
い

て
は
、
鵜
飼
荷

船
は
木
曽
川
が

長
良
川
と
合

流
す
る
神し
ん

明み
ょ
う

津づ

（
稲
沢
市
祖

父
江
町
神
明

津
）
辺
り
よ
り

上
流
に
多
く
、

四
ツ
乗
船
は
神

明
津
辺
り
よ
り

下
流
が
中
心

で
、
神
明
津
辺

り
の
中
牧
村
（
稲
沢
市
祖
父
江
町
中
牧
）

や
鵜う

多た

須す

村
（
愛
西
市
鵜
多
須
町
）
は

混
在
地
域
で
あ
る
。
な
お
平
田
船
は
下

流
部
だ
け
に
現
れ
る
。

　
川
船
は
特
定
の
村
に
偏
在
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
遡
上
終
点
の
錦に
し

織こ
お
り

（
八
百

津
町
錦
織
）
は
重
要
な
川
湊
で
あ
っ
た

が
船
持
ち
は
居
ら
ず
、
約
二
．
五
㎞
下

流
の
黒く
ろ

瀬ぜ

に
六
〇
艘
も
の
鵜
飼
船
が

あ
っ
た
。
ま
た
、飛
騨
川
の
下
麻
生
（
加

茂
郡
川
辺
町
下
麻
生
）
三
〇
艘
、
小こ

山や
ま

（
美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
小
山
）
二
五
艘

で
、
木
曽
川
と
の
合
流
後
の
川
合
（
美

濃
加
茂
市
川
合
）
で
二
九
艘
、宮
田
（
江

南
市
宮
田
町
）
三
五
艘
、
北
方
（
一
宮

市
北
方
町
）
二
六
艘
と
偏
在
し
て
い
た
。

（
二
）
長
良
川
の
舟

　
長
良
川
の
舟
運
は
、
慶け
い

長ち
ょ
う

・
元げ
ん

和な

・

寛か
ん

永え
い

期
（
一
五
九
六
〜
一
六
四
三
）
か

ら
本
格
的
に
開
始
さ
れ
、
さ
ら
に
、
本

流
以
外
に
大
小
の
支
流
に
及
ん
だ
。

　
川
名
は
、
舟
運
に
使
用
さ
れ
た
川
船

は
、「
鵜
飼
形
船
」が
荷
船
の
中
心
で
、中
・

下
流
部
で
「
四
ツ
乗
船
」
が
現
れ
、
木

曽
川
で
見
ら
れ
た
「
高
瀬
船
」
や
「
平

田
船
」
は
長
良
川
の
史
料
で
は
見
ら
れ

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
明め
い

暦れ
き

二
（
一
六
五
六
）
年
に
は
、
本

流
の
川
船
は
、
上こ
う

有ず

知ち

湊
（
美
濃
市
）

か
ら
約
八
㎞
上
流
の
美
濃
市
須
原
か
ら

下
流
部
の
可
航
範
囲
の
支
流
を
含
む
ほ

ぼ
全
域
を
展
開
し
て
い
た
。
例
え
ば
右

支
川
板
取
川
で
は
長
良
川
と
の
合
流
点

か
ら
ほ
ぼ
五
㎞
上
流
の
美
濃
市
わ蕨ら
生び

ま

で
、
右
支
川
武む

儀ぎ

川
で
は
合
流
点
か
ら

ほ
ぼ
六
㎞
上
流
の
関
市
武む

芸げ

川が
わ

町ち
ょ
う

平ひ
ら

ま

で
、
左
支
川
津
保
川
で
は
合
流
点
か
ら

ほ
ぼ
二
〇
㎞
上
流
の
関
市
神か
み

野の

ま
で
船

が
入
っ
て
い
た
。

（
三
）
揖
斐
川
の
舟

　
川
名
は
、
揖
斐
川
で
使
用
さ
れ
た
川

船
は
、
木
曽
・
長
良
川
と
同
じ
鵜
飼
形

船
で
あ
り
、
弘こ
う

化か

二
（
一
八
四
五
）
年

房ぼ
う

島じ
ま

村
（
揖
斐
川
町
房
島
）
の
船
一
二

〇
艘
は
鵜
飼
形
船
七
六
艘
、
小
船
四
四

艘
で
、
平
田
船
や
高
瀬
船
は
見
当
た
ら

な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、

揖
斐
川
町
歴

史
民
俗
資
料

館
に
は
、
桑

名
や
名
古
屋

に
段つ

木だ

・
木

炭
・
米
・
石

灰
を
運
ん
だ

長
さ
八
間

（
約
一
五
ｍ
）

の「
親
舟（
鵜

船
）」
が
展
示
し
て
あ
り
、
こ
の
船
の
船

首
は
平
坦
な
箱
型
い
わ
ゆ
る
戸
立
造
り

で
あ
り
、
高
瀬
船
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
川
名
は
、
濃
州
三
湊
（
烏
江
・

栗
笠
・
船
付
）
か
ら
九
里
半
街
道
を
経

て
米
原
に
出
て
京
都
に
結
ぶ
ル
ー
ト
で

は
、
牧
田
川
が
合
流
し
た
揖
斐
川
左
岸

の
今
尾
（
海
津
市
平
田
町
今
尾
）
で
、

海
で
の
航
行
が
可
能
な
平
田
船
と
高
瀬

船
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
、
と
述
べ

て
い
る
。

　
例
え
ば
、
寛か
ん

文ぶ
ん

二
（
一
六
六
二
）
年

の
濃
州
三
湊
の
三
五
艘
の
船
は
平
田
船

二
七
艘
、
小
四
ツ
乗
船
三
艘
、
瀬
取
船

三
艘
、
渡
し
船
二
艘
で
、
高
瀬
船
は
皆

無
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
宝ほ
う

永え
い

五
（
一
七

〇
八
）
年
、
今
尾
村
の
船
五
艘
は
高
瀬

船
二
艘
、
小
高
瀬
船
一
艘
、
渡
し
船
二

艘
で
あ
っ
た
が
、
二
八
年
後
の
元げ
ん

文ぶ
ん

元

（
一
七
三
六
）
年
に
は
、
四
〇
石
・
五
〇

石
積
の
高
瀬
船
計
四
艘
、
小
高
瀬
船
一

艘
、
四
ツ
乗
船
二
艘
、
渡
し
船
二
艘
と
、

高
瀬
船
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
濃
州
三
湊
周
辺
の
土
砂

堆
積
が
時
代
と
と
も
に
進
み
、
浅
瀬
の

た
め
に
平
田
船
の
使
用
が
で
き
な
く
な

り
、
徐
々
に
平
田
船
が
減
少
し
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
天て
ん

保ぽ
う

四
（
一
八
三
三
）
年

に
三
湊
は
所
有
す
る
平
田
船
二
〇
艘
の

う
ち
一
二
艘
を
鵜
飼
形
船
二
四
艘
に
替

え
、
さ
ら
に
安あ
ん

政せ
い

五
（
一
八
五
八
）
年

に
は
残
り
八
艘
の
内
六
艘
を
四
・
五
〇

石
積
の
鵜
飼
形
船
一
二
艘
に
替
え
、
鵜

飼
形
船
三
六
艘
、
平
田
船
二
艘
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）

年
に
は
鵜
飼
形
船
四
四
艘
と
な
っ
て
い

る
。

五
．
お
わ
り
に

　
刳
船
の
築
造
年
は
ま
だ
確
定
し
て
い

な
い
が
、
諸
桑
の
刳
船
は
近
隣
へ
の
物

資
輸
送
だ
け
で
は
な
く
、
遠
隔
地
へ
の

通
船
も
予
想
さ
れ
る
「
海
舟
」
の
可
能

性
す
ら
秘
め
て
い
る
。

　
川
船
の
形
状
は
、
木
曽
三
川
の
本
流

や
支
川
の
河
状
に
応
じ
て
異
な
っ
て
い

る
が
、
河
床
へ
の
土
砂
堆
積
に
よ
っ
て

舟
の
積
載
量
を
犠
牲
に
し
つ
つ
舟
の
形

状
を
変
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

■
参
考
文
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複
材
刳
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の
考
察―

と
く
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式
嵌
接
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し
て―

』
　
　
　 

　
石
井
謙
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史
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』
　
　
　
　
　
石
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岐
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瀬
船
（
船
の
科
学
館
も
の
知

り
シ
ー
ト
）』 

日
本
海
事
科
学
振
興
財
団

K
ISSO

創
刊
一
〇
〇
号
記
念

濃尾平野衛星写真
長さ8間の親船（右側鵜飼荷船）
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は
し
が
き

　
濃
尾
平
野
の
歴
史
は
洪
水
と
の
闘

い
の
歴
史
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
伊

藤
安
男
は
そ
の
著
書
「
洪
水
と
人

間
」
に
、
「
そ
の
相
克
の
歴
史
」
と

副
題
を
つ
け
て
い
る
。

　
濃
尾
平
野
に
あ
っ
て
は
「
四
刻
八

刻
十
二
刻
」、「
上
げ
仏
壇
」、「
水

屋
」
な
ど
短
期
間
に
起
こ
る
洪
水
時

の
現
象
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
引
き

起
こ
さ
れ
る
事
柄
を
指
す
言
葉
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
濃
尾
平
野
で
の
文
化
で
も
あ

ろ
う
。
一
方
、
こ
の
地
に
あ
っ

て
も
、
よ
り
長
い
時
間
を
か
け

た
現
象
や
住
み
方
も
あ
る
わ
け

で
、
そ
れ
ら
は
「
株
井
戸
」
や

「
堀
田
」
な
ど
の
言
葉
に
代
表

さ
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
文
化
の
裏
に
は
、

必
ず
そ
れ
な
り
の
地
形
・
地

質
・
気
象
学
的
な
条
件
が
あ

り
、
そ
れ
に
向
け
て
も
、
ま
た

人
間
の
挑
戦
が
あ
る
。
筆
者

は
、
残
念
な
が
ら
濃
尾
平
野
を

直
接
扱
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
長
期
間
の
雨
水
の
河
川
へ

の
流
出
の
問
題
を
扱
っ
て
き

た
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
長
期

流
出
の
問
題
を
考
え
、
今
後
の
諸
問

題
の
一
助
と
し
よ
う
。

長
期
流
出
と
低
減
特
性

　
流
域
に
降
っ
た
雨
が
河
川
に
流
れ

出
て
く
る
現
象
を
「
流
出
」
と
言

い
、
洪
水
の
よ
う
に
短
期
間
に
起
こ

る
現
象
を
「
短
期
流
出
」、
長
期
間
に

わ
た
る
現
象
を
「
長
期
流
出
」
と
い

う
。
洪
水
が
大
雨
に
原
因
し
て
い
る

よ
う
に
、
長
期
流
出
は
地
下
水
が
そ

の
源
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
雨
の

降
ら
な
い
日
が
続
い
て
も
川
を
潤
し

て
い
る
の
は
地
下
水
が
流
出
し
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
短
期
流
出
、
長
期
流
出
の
場
合

に
も
、
そ
の
低
減
部
に
は
、
そ
の
河

川
ご
と
に
特
徴
的
な
性
質
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
低
減
部
に
見
ら
れ
る
特
徴

は
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
流
出
モ
デ

ル
（
降
雨
か
ら
流
出
を
算
出
す
る
モ

デ
ル
）
を
組
み
上
げ
る
と
き
に
、
そ

の
最
も
基
本
と
な
る
量
を
与
え
る
ほ

ど
、
水
文
学
で
は
重
要
な
も
の
で
あ

る
。
そ
の
表
現
に
は
い
く
つ
か
の
も

の
が
あ
る
が
、
も
っ
と
も
、
良
く
使

わ
れ
る
の
は
、
指
数
関
数
に
よ
る
表

現
、
あ
る
い
は
そ
の
組
み
合
わ
せ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
少
し
違
う

道
を
進
む
こ
と
に
し
た
。

被
圧
地
下
水
と
不
被
圧
地
下
水

　
長
期
流
出
を
地
下
水
の
流
出
と
考

え
る
と
、
地
下
水
帯
内
で
の
水
の
流

れ
の
持
つ
力
学
的
な
特
性
に
違
っ
た

性
質
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
違
い

は
流
出
の
特
性
の
に
も
反
映
す
る
で

あ
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
被
圧

地
下
水
と
不
被
圧
地
下
水
を
取
り
上

げ
た
。
地
下
水
は
前
者
で
は
圧
力
伝

搬
型
、
後
者
で
は
拡
散
型
の
性
質
を

持
つ
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
基
礎
と
し

て
実
際
の
流
域
で
の
こ
と
、
モ
デ
ル

内
の
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
検
討
し

た
結
果
、
長
期
間
の
流
出
は
こ
の
二

つ
の
成
分
か
ら
な
り
、
と
く
に
長
期

流
出
の
低
減
部
で
は
（
雨
の
降
ら
な

い
日
が
続
い
た
あ
と
で
は
）
川
水
の

ほ
と
ん
ど
は
不
被
圧
地
下
水
の
流
出

成
分
か
ら
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
以
下
で
は
不

被
圧
地
下
水
の
流
出
成
分
に
つ
い
て

の
み
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
不
被
圧
地
下
水
の
流

出
成
分
の
低
減
は
左
に
示
す
式
の
よ

う
に
な
る
。
こ
こ
に
、
Ｑ
ｕ
ｏ
，
Ｑ

ｕ
（
ｔ
）
は
低
減
を
始
め
て
か
ら
の

０
時
間
目
、
ｔ
時
間
目
の
不
被
圧
地

下
水
の
流
出
成
分
で
あ
り
、
Ｋ
は
低

減
の
状
態
を
表
す
係
数
で
あ
る
。

流
域
と
低
減
特
性

　
低
減
係
数
Ｋ
が
一
定
の
流
域
で
は

い
つ
も
同
じ
状
態
で
低
減
を
す
る
こ

と
に
な
る
。
実
は
我
が
国
の
資
料
を

扱
っ
て
い
た
段
階
で
は
、
Ｋ
の
値

は
、
流
域
面
積
が
小
さ
い
流
域
で
は

一
定
に
な
る
も
の
の
、
流
域
面
積
が

大
き
く
な
る
と
一
定
に
は
な
ら
な
い

流
域
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
流
域
が
大
き
く
な
る
と
ま
た
一
定

値
に
な
る
な
ど
、
複
雑
な
様
相
を
示

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
に
、
い

わ
ば
答
え
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
ド

イ
ツ
の
河
川
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
並
び
に
我
が
国
の
河
川
の

五
〇
ほ
ど
の
流
域
に
つ
い
て
、
い
ろ

い
ろ
な
時
の
流
域
ご
と
の
Ｋ
の
値
の

平
均
値
を
し
め
し
た
の
が
図―

１
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
如
何
様

な
線
も
入
れ
ら
れ
そ
う
だ
が
、
私
は

図―

２
の
よ
う
に
四
五
度
の
線
を
入

れ
た
。

　
一
つ
に
は
、
Ｋ
が
流
域
面
積
と
逆

比
例
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
扱
う
と
、
こ
の
図
は

「
流
域
は
大
き
さ
に
よ
っ
て
い
く
つ

か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
内
で

は
、
Ｋ
の
値
は
流
域
面
積
の
大
き
さ

と
共
に
あ
る
一
定
の
法
則
に
従
っ
て

連
続
的
に
減
少
す
る
が
、
流
域
面
積

が
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
限
界
を
超
し

て
、
次
の
グ
ル
ー
プ
に
は
い
る
と
、

Ｋ
の
値
は
不
連
続
的
に
変
化
す
る
」

事
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
様
な
構
造
は
、
じ
つ
は
流
域

の
構
造
と
も
き
わ
め
て
似
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
上
流
か
ら
下
流
に
む

か
っ
て
流
域
面
積
は
徐
々
に
大
き
く

な
る
が
、
あ
る
程
度
大
き
な
支
川
を

含
む
と
不
連
続
的
に
面
積
は
お
お
き

く
な
る
。
実
際
の
流
域
は
地
質
的
に

も
地
形
的
に
も
複
雑
で
は
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
形
態
と
し
て
通

常
の
流
域
で
は
地
形
則
か
ら
も
こ
の

様
な
事
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
さ
て
、
い
ま
の
図―

２
は
Ｋ
の
値

の
平
均
値
Ｋ
を
示
し
た
の
だ
が
、
同

じ
図
に
Ｋ
の
値
の
変
化
の
幅
を
も
書

き
加
え
た
の
が
こ
の
図
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
「
流
域
面
積
が
ひ
と

つ
の
グ
ル
ー
プ
の
範
囲
で
は
、
流
域

面
積
が
小
さ
い
と
き
に
は
、
Ｋ
の
値

の
ば
ら
つ
き
は
大
き
い
が
、
流
域
面

積
が
大
き
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、

ば
ら
つ
き
の
幅
は
だ
ん
だ
ん
小
さ
く

な
り
、
や
が
て
ほ
と
ん
ど
ば
ら
つ
き

の
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
流

域
で
は
Ｋ
は
一
定
と
考
え
て
も
よ
い

よ
う
に
な
っ
て
く
る
」
こ
と
に
な

る
。

　
何
故
こ
の
よ
う
に
な
る
か
と
い
う

の
も
、
実
は
先
ほ
ど
の
流
域
の
構
造

と
関
係
が
あ
る
。
流
域
が
大
き
な
支

川
流
域
を
持
っ
て
い
る
と
き
に

は
、
ど
ち
ら
の
流
域
に
雨
が
多

い
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
す
な
わ

ち
、
ど
ち
ら
の
支
川
流
域
の
性

質
が
効
い
て
く
る
か
に
よ
っ

て
、
下
流
の
特
性
は
そ
の
と
き

そ
の
と
き
で
変
化
す
る
。

　
そ
し
て
、
流
域
面
積
が
だ
ん

だ
ん
と
大
き
く
な
る
に
し
た

が
っ
て
、
流
域
内
の
い
ろ
い
ろ

な
性
質
が
平
均
化
さ
れ
大
き
な

流
域
で
は
統
計
的
な
意
味
で
の

あ
る
一
定
の
特
性
が
外
見
上
見

え
て
く
る
と
言
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
流
出
問
題

を
取
り
扱
う
と
き
の
流
域
の
大

き
さ
の
扱
い
方
に
大
変
大
き
な
示
唆

を
与
え
て
く
る
。

流
域
と
ラ
ン
ピ
ン
グ

　
Ｋ
の
値
は
い
わ
ば
流
域
全
体
を
代

表
す
る
値
で
あ
る
。
こ
の
値
が
い
つ

も
一
定
で
変
化
し
な
い
と
言
う
こ
と

は
、
そ
の
流
域
は
「
安
心
し
て
ひ
と

つ
の
モ
デ
ル
に
表
現
し
う
る
」
と
言

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
逆
に
、
こ
の
値
が
そ
の
と
き
そ
の

と
き
の
状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と

言
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
流
域
全

体
を
纏
め
て
扱
う
の
は
難
し
い
と
言

う
こ
と
で
あ
る
。

　
流
域
は
、
当
然
地
形
・
地
質
・
植

生
な
ど
な
ど
大
変
に
複
雑
で
あ
る

が
、
流
域
の
内
部
の
細
か
い
と
こ
ろ

ま
で
計
測
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
実
際
に
は
、
あ
る
程
度

の
大
き
さ
の
面
積
を
取
り
ま
と
め
ひ

と
つ
の
単
位
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
多
様
な
要
素
が
複
雑
に
分
布
し
て

い
る
系
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し

て
扱
う
こ
と
を
ラ
ン
ピ
ン
グ
と
い

う
。
先
に
得
ら
れ
た
事
柄
は
、
地
下

水
の
流
出
現
象
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
流
域
は
単
位
流
域
と
し
て
扱
う

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ラ
ン
ピ
ン
グ

で
き
る
の
か
、
で
き
な
い
の
か
と
言

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

あ
と
が
き

　
こ
こ
で
は
、
流
出
な
ど
と
視
点
を

代
え
低
減
特
性
の
扱
い
を
通
じ
て
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
や
長
期
流
出

の
モ
デ
ル
の
扱
い
な
ど
を
検
討
し

た
。
今
日
で
は
、
水
系
全
体
を
眺
め

た
治
水
策
、
水
資
源
策
、
さ
ら
に
は

環
境
上
の
扱
い
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

　
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
こ
こ
で
指

摘
し
た
事
柄
が
い
ろ
い
ろ
な
ヒ
ン
ト

の
一
つ
と
な
れ
ば
、
筆
者
と
し
て
は

う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。

■
参
考
資
料

『
低
水
流
出
の
低
減
特
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関
す
る
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論
文
集
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九
六
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『
流
域
水
の
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に
関
す
る
変
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物
理
的
意
義
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髙
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不
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論
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報
告
集

一
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四
年

『
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水
と
人
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そ
の
相
克
の
歴
史
』
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一
〇
年

図－１　低減係数Kと流域面積

流域の構造

図－２　低減係数Kのばらつき
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は
し
が
き

　
濃
尾
平
野
の
歴
史
は
洪
水
と
の
闘

い
の
歴
史
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
伊

藤
安
男
は
そ
の
著
書
「
洪
水
と
人

間
」
に
、
「
そ
の
相
克
の
歴
史
」
と

副
題
を
つ
け
て
い
る
。

　
濃
尾
平
野
に
あ
っ
て
は
「
四
刻
八

刻
十
二
刻
」、「
上
げ
仏
壇
」、「
水

屋
」
な
ど
短
期
間
に
起
こ
る
洪
水
時

の
現
象
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
引
き

起
こ
さ
れ
る
事
柄
を
指
す
言
葉
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
濃
尾
平
野
で
の
文
化
で
も
あ

ろ
う
。
一
方
、
こ
の
地
に
あ
っ

て
も
、
よ
り
長
い
時
間
を
か
け

た
現
象
や
住
み
方
も
あ
る
わ
け

で
、
そ
れ
ら
は
「
株
井
戸
」
や

「
堀
田
」
な
ど
の
言
葉
に
代
表

さ
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
文
化
の
裏
に
は
、

必
ず
そ
れ
な
り
の
地
形
・
地

質
・
気
象
学
的
な
条
件
が
あ

り
、
そ
れ
に
向
け
て
も
、
ま
た

人
間
の
挑
戦
が
あ
る
。
筆
者

は
、
残
念
な
が
ら
濃
尾
平
野
を

直
接
扱
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
長
期
間
の
雨
水
の
河
川
へ

の
流
出
の
問
題
を
扱
っ
て
き

た
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
長
期

流
出
の
問
題
を
考
え
、
今
後
の
諸
問

題
の
一
助
と
し
よ
う
。

長
期
流
出
と
低
減
特
性

　
流
域
に
降
っ
た
雨
が
河
川
に
流
れ

出
て
く
る
現
象
を
「
流
出
」
と
言

い
、
洪
水
の
よ
う
に
短
期
間
に
起
こ

る
現
象
を
「
短
期
流
出
」、
長
期
間
に

わ
た
る
現
象
を
「
長
期
流
出
」
と
い

う
。
洪
水
が
大
雨
に
原
因
し
て
い
る

よ
う
に
、
長
期
流
出
は
地
下
水
が
そ

の
源
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
雨
の

降
ら
な
い
日
が
続
い
て
も
川
を
潤
し

て
い
る
の
は
地
下
水
が
流
出
し
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
短
期
流
出
、
長
期
流
出
の
場
合

に
も
、
そ
の
低
減
部
に
は
、
そ
の
河

川
ご
と
に
特
徴
的
な
性
質
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
低
減
部
に
見
ら
れ
る
特
徴

は
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
流
出
モ
デ

ル
（
降
雨
か
ら
流
出
を
算
出
す
る
モ

デ
ル
）
を
組
み
上
げ
る
と
き
に
、
そ

の
最
も
基
本
と
な
る
量
を
与
え
る
ほ

ど
、
水
文
学
で
は
重
要
な
も
の
で
あ

る
。
そ
の
表
現
に
は
い
く
つ
か
の
も

の
が
あ
る
が
、
も
っ
と
も
、
良
く
使

わ
れ
る
の
は
、
指
数
関
数
に
よ
る
表

現
、
あ
る
い
は
そ
の
組
み
合
わ
せ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
少
し
違
う

道
を
進
む
こ
と
に
し
た
。

被
圧
地
下
水
と
不
被
圧
地
下
水

　
長
期
流
出
を
地
下
水
の
流
出
と
考

え
る
と
、
地
下
水
帯
内
で
の
水
の
流

れ
の
持
つ
力
学
的
な
特
性
に
違
っ
た

性
質
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
違
い

は
流
出
の
特
性
の
に
も
反
映
す
る
で

あ
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
被
圧

地
下
水
と
不
被
圧
地
下
水
を
取
り
上

げ
た
。
地
下
水
は
前
者
で
は
圧
力
伝

搬
型
、
後
者
で
は
拡
散
型
の
性
質
を

持
つ
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
基
礎
と
し

て
実
際
の
流
域
で
の
こ
と
、
モ
デ
ル

内
の
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
検
討
し

た
結
果
、
長
期
間
の
流
出
は
こ
の
二

つ
の
成
分
か
ら
な
り
、
と
く
に
長
期

流
出
の
低
減
部
で
は
（
雨
の
降
ら
な

い
日
が
続
い
た
あ
と
で
は
）
川
水
の

ほ
と
ん
ど
は
不
被
圧
地
下
水
の
流
出

成
分
か
ら
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
以
下
で
は
不

被
圧
地
下
水
の
流
出
成
分
に
つ
い
て

の
み
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
不
被
圧
地
下
水
の
流

出
成
分
の
低
減
は
左
に
示
す
式
の
よ

う
に
な
る
。
こ
こ
に
、
Ｑ
ｕ
ｏ
，
Ｑ

ｕ
（
ｔ
）
は
低
減
を
始
め
て
か
ら
の

０
時
間
目
、
ｔ
時
間
目
の
不
被
圧
地

下
水
の
流
出
成
分
で
あ
り
、
Ｋ
は
低

減
の
状
態
を
表
す
係
数
で
あ
る
。

流
域
と
低
減
特
性

　
低
減
係
数
Ｋ
が
一
定
の
流
域
で
は

い
つ
も
同
じ
状
態
で
低
減
を
す
る
こ

と
に
な
る
。
実
は
我
が
国
の
資
料
を

扱
っ
て
い
た
段
階
で
は
、
Ｋ
の
値

は
、
流
域
面
積
が
小
さ
い
流
域
で
は

一
定
に
な
る
も
の
の
、
流
域
面
積
が

大
き
く
な
る
と
一
定
に
は
な
ら
な
い

流
域
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
さ
ら

に
流
域
が
大
き
く
な
る
と
ま
た
一
定

値
に
な
る
な
ど
、
複
雑
な
様
相
を
示

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
に
、
い

わ
ば
答
え
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
ド

イ
ツ
の
河
川
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
並
び
に
我
が
国
の
河
川
の

五
〇
ほ
ど
の
流
域
に
つ
い
て
、
い
ろ

い
ろ
な
時
の
流
域
ご
と
の
Ｋ
の
値
の

平
均
値
を
し
め
し
た
の
が
図―

１
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
如
何
様

な
線
も
入
れ
ら
れ
そ
う
だ
が
、
私
は

図―

２
の
よ
う
に
四
五
度
の
線
を
入

れ
た
。

　
一
つ
に
は
、
Ｋ
が
流
域
面
積
と
逆

比
例
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
扱
う
と
、
こ
の
図
は

「
流
域
は
大
き
さ
に
よ
っ
て
い
く
つ

か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
内
で

は
、
Ｋ
の
値
は
流
域
面
積
の
大
き
さ

と
共
に
あ
る
一
定
の
法
則
に
従
っ
て

連
続
的
に
減
少
す
る
が
、
流
域
面
積

が
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
限
界
を
超
し

て
、
次
の
グ
ル
ー
プ
に
は
い
る
と
、

Ｋ
の
値
は
不
連
続
的
に
変
化
す
る
」

事
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
の
様
な
構
造
は
、
じ
つ
は
流
域

の
構
造
と
も
き
わ
め
て
似
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
上
流
か
ら
下
流
に
む

か
っ
て
流
域
面
積
は
徐
々
に
大
き
く

な
る
が
、
あ
る
程
度
大
き
な
支
川
を

含
む
と
不
連
続
的
に
面
積
は
お
お
き

く
な
る
。
実
際
の
流
域
は
地
質
的
に

も
地
形
的
に
も
複
雑
で
は
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
形
態
と
し
て
通

常
の
流
域
で
は
地
形
則
か
ら
も
こ
の

様
な
事
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
さ
て
、
い
ま
の
図―

２
は
Ｋ
の
値

の
平
均
値
Ｋ
を
示
し
た
の
だ
が
、
同

じ
図
に
Ｋ
の
値
の
変
化
の
幅
を
も
書

き
加
え
た
の
が
こ
の
図
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
「
流
域
面
積
が
ひ
と

つ
の
グ
ル
ー
プ
の
範
囲
で
は
、
流
域

面
積
が
小
さ
い
と
き
に
は
、
Ｋ
の
値

の
ば
ら
つ
き
は
大
き
い
が
、
流
域
面

積
が
大
き
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、

ば
ら
つ
き
の
幅
は
だ
ん
だ
ん
小
さ
く

な
り
、
や
が
て
ほ
と
ん
ど
ば
ら
つ
き

の
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
流

域
で
は
Ｋ
は
一
定
と
考
え
て
も
よ
い

よ
う
に
な
っ
て
く
る
」
こ
と
に
な

る
。

　
何
故
こ
の
よ
う
に
な
る
か
と
い
う

の
も
、
実
は
先
ほ
ど
の
流
域
の
構
造

と
関
係
が
あ
る
。
流
域
が
大
き
な
支

川
流
域
を
持
っ
て
い
る
と
き
に

は
、
ど
ち
ら
の
流
域
に
雨
が
多

い
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
す
な
わ

ち
、
ど
ち
ら
の
支
川
流
域
の
性

質
が
効
い
て
く
る
か
に
よ
っ

て
、
下
流
の
特
性
は
そ
の
と
き

そ
の
と
き
で
変
化
す
る
。

　
そ
し
て
、
流
域
面
積
が
だ
ん

だ
ん
と
大
き
く
な
る
に
し
た

が
っ
て
、
流
域
内
の
い
ろ
い
ろ

な
性
質
が
平
均
化
さ
れ
大
き
な

流
域
で
は
統
計
的
な
意
味
で
の

あ
る
一
定
の
特
性
が
外
見
上
見

え
て
く
る
と
言
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
流
出
問
題

を
取
り
扱
う
と
き
の
流
域
の
大

き
さ
の
扱
い
方
に
大
変
大
き
な
示
唆

を
与
え
て
く
る
。

流
域
と
ラ
ン
ピ
ン
グ

　
Ｋ
の
値
は
い
わ
ば
流
域
全
体
を
代

表
す
る
値
で
あ
る
。
こ
の
値
が
い
つ

も
一
定
で
変
化
し
な
い
と
言
う
こ
と

は
、
そ
の
流
域
は
「
安
心
し
て
ひ
と

つ
の
モ
デ
ル
に
表
現
し
う
る
」
と
言

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
逆
に
、
こ
の
値
が
そ
の
と
き
そ
の

と
き
の
状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と

言
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
流
域
全

体
を
纏
め
て
扱
う
の
は
難
し
い
と
言

う
こ
と
で
あ
る
。

　
流
域
は
、
当
然
地
形
・
地
質
・
植

生
な
ど
な
ど
大
変
に
複
雑
で
あ
る

が
、
流
域
の
内
部
の
細
か
い
と
こ
ろ

ま
で
計
測
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
実
際
に
は
、
あ
る
程
度

の
大
き
さ
の
面
積
を
取
り
ま
と
め
ひ

と
つ
の
単
位
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
多
様
な
要
素
が
複
雑
に
分
布
し
て

い
る
系
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し

て
扱
う
こ
と
を
ラ
ン
ピ
ン
グ
と
い

う
。
先
に
得
ら
れ
た
事
柄
は
、
地
下

水
の
流
出
現
象
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
流
域
は
単
位
流
域
と
し
て
扱
う

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ラ
ン
ピ
ン
グ

で
き
る
の
か
、
で
き
な
い
の
か
と
言

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

あ
と
が
き

　
こ
こ
で
は
、
流
出
な
ど
と
視
点
を

代
え
低
減
特
性
の
扱
い
を
通
じ
て
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
や
長
期
流
出

の
モ
デ
ル
の
扱
い
な
ど
を
検
討
し

た
。
今
日
で
は
、
水
系
全
体
を
眺
め

た
治
水
策
、
水
資
源
策
、
さ
ら
に
は

環
境
上
の
扱
い
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

　
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
こ
こ
で
指

摘
し
た
事
柄
が
い
ろ
い
ろ
な
ヒ
ン
ト

の
一
つ
と
な
れ
ば
、
筆
者
と
し
て
は

う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。
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長期流出と流域

特別寄稿

蛇
の
池

　
（
土
岐
市
土
岐
津
町
）

　土
岐
津
に
動
物
好
き
の
や
さ
し
い
男
が
住
ん
で
い
ま
し

た
。
あ
る
日
、
男
は
山
道
を
歩
い
て
い
ま
し
た
。
い

つ
も
休
憩
す
る
池
の
ほ
と
り
に
着
い
た
男
が
、
腰

を
お
ろ
そ
う
と
地
面
を
見
る
と
、
大
き
な
蛇
が
と

ぐ
ろ
を
巻
い
て
休
ん
で
い
ま
し
た
。
驚
い
た
男
は
、

鉈
を
握
っ
て
身
構
え
ま
し
た
が
、
大
蛇
は
じ
っ
と

し
て
手
向
か
う
様
子
が
あ
り
ま
せ
ん
。
落
ち
着
い
た

男
は
、
大
蛇
に
話
し
か
け
ま
し
た
。

　「
こ
の
辺
り
は
、
じ
き
に
大
勢
の
人
が
住
む
よ
う

に
な
る
。
そ
う
し
た
ら
お
前
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
場
所
で
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
こ
か
へ

立
ち
去
っ
た
ほ
う
が
い
い
。」

　大
蛇
は
鎌
首
を
持
ち
上
げ
て
、
動
こ
う
と

は
し
ま
せ
ん
。
せ
っ
か
く
教
え
て
あ
げ
た
の
に
、
蛇
に
は
人
の
心
は
わ
か
ら
な
い
の
か

と
思
う
と
男
は
悲
し
く
な
っ
て
、
涙
を
こ
ぼ
し
ま
し
た
。
す
る
と
大
蛇
は
男
の
悲
し
げ

な
様
子
を
見
て
、
ゆ
っ
く
り
と
池
の
中
に
消
え
て
い
き
ま
し
た
。

　そ
の
日
か
ら
男
は
不
思
議
な
夢
を
見
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
男
の
胸
に
ひ
ん
や
り

と
し
た
冷
た
い
も
の
が
乗
り
、
く
ぐ
も
っ
た
声
で
話
し
か
け
ま
す
。

　「
わ
た
し
は
池
の
主
と
し
て
、
山
野
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
土
地
に
自
然
を
こ

わ
す
人
間
が
入
ら
な
い
よ
う
に
大
蛇
の
姿
に
な
っ
て
池
の
ほ
と
り
に
い
ま
し
た
が
、
あ

な
た
は
や
さ
し
い
気
持
で
わ
た
し
に
呼
び
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
あ
な
た
の
涙
を
見
て
、

わ
た
し
は
あ
な
た
に
会
い
た
く
な
り
ま
し
た
。」

　冷
た
い
感
触
が
消
え
る
と
、
枕
元
に
美
し
い
娘
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
り
、
や
さ
し
い

声
で
、「
わ
た
し
と
一
緒
に
池
を
守
り
、
自
然
を
守
っ
て
欲
し
い
の
で
す
。」
と
さ
さ
や

き
ま
し
た
。

　毎
夜
、
夢
は
繰
り
返
さ
れ
、
男
の
体
力
は
だ
ん
だ
ん
衰
え
て
い
き
ま
し
た
。
や
が
て

男
が
「
あ
な
た
と
一
緒
に
暮
ら
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
人
間
を
う
ら
ま
ず
、
人
間
の
し
あ

わ
せ
も
守
る
と
約
束
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
言
う
と
、「
約
束
し
ま
す
」
と
娘
が
答
え
ま

し
た
。

　翌
朝
、
男
の
家
を
訪
ね
た
里
人
は
、
男
の
姿
が
見
え
ず
、
地
面
に
二
条
の
筋
が
つ
い

て
い
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
筋
は
、
池
の
ほ
と
り
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
。

出
典

『
土
岐
の
昔
ば
な
し
』
郷
土
文
化
特
別
委
員
会

　昭
和
五
十
二
年


