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表紙写真
上
「三宅八幡神社」
　水にまつわる民話（裏表紙）に出てくる八幡神社は、国
道21号三宅ＩＣを降りて北に少し走った住宅地にひっそ
りとたたずんでいます。大きな亀が棲んでいた池がどの
辺りにあったのかを知る手がかりも残っていません。

中
「野中村水除堤」
　野中交差点から南に向かうと右手に大きな屋敷が目に
とまります。この屋敷の東側が野中村境に築かれた堤防
の一部で、現在残っているのはここだけです。昭和一〇
年の地図では長く延びた堤防が確認できますが、土地改
良事業によってほとんどがとり壊されました。

下
「境川」
　岐南町の北辺にあたる八剣北地区を流れる境川。向
かって右手は岐阜市です。この付近の境川は両岸にマン
ションなどの住宅が立ち並び、かつて氾濫を繰り返し周
辺に大きな被害を出してきた河川の面影はありません。

夏
Vol.83

交通の要衝として
商工業が発展してきた岐南町

境川の氾濫被害と治水対策

地域変容と水意識の格差（一）

松山中島村の記憶
水谷 容子

輪中の水防意識　第一編 　歴史記録は、「輪中の水防意識」を2回
に渡って特集します。研究資料には、海津
歴史民俗資料館の水谷氏に「松山中島村
（旧愛知県海西郡）」について寄稿いただ
きました。
　なお、この資料は、創刊号からの全てが
KISSOホームページよりダウンロードで
きます。

　
大
昔
、ま
だ
木
曽
川
が
今
の
境
川

筋
を
流
れ
て
い
た
頃
、
三
宅
に
大
き

な
池
が
あ
り
ま
し
た
。

　
池
に
は
、
大
き
な
大
き
な
亀
が
住

ん
で
い
て
、池
の
主
さ
ま
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。村
の
子
供
た
ち
は
、
池
に

集
ま
っ
て
大
き
な
亀
と
いっ
し
ょ
に
遊

ん
で
い
ま
し
た
。

　
そ
の
こ
ろ
の
木
曽
川
は
、
大
雨
が

降
る
た
び
に
氾
濫
し
て
、
家
や
田
畑

を
押
し
流
す
の
で
、
村
の
人
々
は
大

変
困
っ
て
い
ま
し
た
。あ
る
年
の
夏
は

雨
が
続
き
、
や
が
て
大
雨
と
な
っ
て
、

村
は
い
ま
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
大
洪
水
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。

　
人
々
は
水
に
浸
か
っ
た
田
畑
の
前

で
、
洪
水
か
ら
村
を
守
る
た
め
に
何

が
で
き
る
か
相
談
し
て
、
池
の
主
さ
ま
を
祀
っ
て
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。池
の
ほ
と
り
に
お
宮
を
建
て
て
毎
日
熱
心
に
お
祈
り
し
た
と
こ
ろ
、

洪
水
も
少
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
喜
ん
だ
村
人
は
、
そ
れ
か
ら
お
宮
の
辺
り
を「
亀
の
宮
」と
名
付
け
て
主

さ
ま
を
敬
い
ま
し
た
。

　
そ
の
お
宮
は
、
一五
八
八（
天
正
一六
）年
に
建
立
さ
れ
た
と
伝
わ
る
三
宅

八
幡
神
社
で
す
。大
亀
の
住
ん
で
い
た
と
い
う
池
は
、
い
つ
し
か
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、今
で
も
亀
の
宮
の
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。

亀

　の
　宮

　（岐
南
町
三
宅
）



歴
史

地
域の

交
通
の
要
衝
と
し
て

商
工
業
が
発
展
し
て
き
た
岐
南
町

　

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
は
、
岐
南
イ
ン
タ
ー
の
完
成
を
機

に
、
岐
阜
県
の
玄
関
口
・
交
通
の
要
衝
と
し
て
、
商
工
業
の

都
市
へ
と
発
展
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。
中
世
ま
で
は
、
尾

張
国
葉
栗
郡
に
属
し
て
い
ま
し
た
が
、
木
曽
川
河
道
の
変

更
に
よ
り
、
近
世
以
降
は
美
濃
国
羽
栗
郡
に
属
し
ま
し
た
。
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１

地
域
の
歴
史

ま
れ
、
大
字
平
島
が
村む

ら
く
に
ご
う

国
郷
に
含
ま
れ

て
い
ま
し
た
。「
延え
ん
ぎ
し
き
じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う

喜
式
神
名
帳
」
に
記

載
さ
れ
た
葉は
ぐ
り
ぐ
ん
し
き
な
い
し
ゃ
じ
ゅ
う
ざ

栗
郡
式
内
社
十
座
の
一
つ

従じ
ゅ
さ
ん
み
い
し
づ
く
り
じ
ん
じ
ゃ

三
位
石
作
神
社
は
、
大
字
三
宅
地
内
に

鎮
座
す
る
石
作
神
社
で
す
。

　

こ
の
地
方
で
文
献
に
残
る
最
も
古
い
河

川
堤
防
を
め
ぐ
る
争
い
と
し
て
知
ら
れ
る

広
野
河
事
件
は
、
八
六
五（
貞じ
ょ
う
が
ん観
七
）
年

の
広
野
河（
木
曽
川
）
洪
水
に
端
を
発
し

ま
し
た
。
被
災
直
後
に
尾
張
国
よ
り
中
央

政
府
に「
美
濃
国
に
向
か
っ
て
い
た
広
野

河
の
河
口（
分
流
の
分
岐
点
）
が
塞
が
り
、

水
が
全
て
我
が
国
の
ほ
う
に
流
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
洪
水
の
度
に
大
き
な
被
害
を

被
る
の
で
、
河
口
を
掘
り
開
い
て
以
前
の

よ
う
な
流
れ
に
し
た
い
」
と
の
申
請
が
な

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
流
路
の
変
更
に

つ
い
て
は
、
濃
尾
両
国
の
利
害
が
対
立
す

る
た
め
長
い
間
工
事
が
な
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
今
回
の
申
請
で
は
役
人
が
派
遣

さ
れ
両
国
の
国
司
立
会
い
の
う
え
、
同
年

一
二
月
に
申
請
が
許
可
さ
れ
ま
し
た
。

　

翌
年
七
月
、
工
事
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
と

尾
張
国
だ
っ
た
岐
南
町
域
と
広
野
河
事
件

　

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
は
濃
尾
平
野
の

北
部
、
木
曽
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
犬

山
沖
積
層
扇
状
地
の
西
端
部
に
あ
た
り
ま

す
。
北
・
西
は
境
川
を
隔
て
て
岐
阜
市
と

接
し
、
南
は
笠
松
町
と
接
し
て
い
ま
す
。

　

町
域
か
ら
弥
生
式
土
器
数
片
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
洪
水
に
よ
っ

て
流
さ
れ
て
き
た
も
の
と
見
ら
れ
、
遺

物
・
遺
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
古

代
の
町
域
は
、
現
在
の
境
川
筋
を
美
濃
国

と
尾
張
国
の
国
境
河
川
で
あ
っ
た
木
曽
川

本
流（
地
域
に
よ
っ
て
広ひ
ろ
の
が
わ

野
河
・
尾お
わ
り
が
わ

張
河
・

鵜う
ぬ
ま
が
わ

沼
河
な
ど
と
呼
称

さ
れ
て
き
た
）
が
流
れ

て
お
り
、
尾
張
国
葉

栗
郡
に
属
し
て
い
ま
し

た
。「
延え
ん
ぎ
し
き

喜
式
」
に「
葉

栗
」、「
和わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う

名
類
聚
抄
」

に「
葉
栗（
波
久
利
）」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
郡
内

五
郷
の
う
ち
河か
わ
ぬ
ご
う

沼
郷
に

町
域
の
ほ
と
ん
ど
が
含

こ
ろ
を
美
濃
国
各か

か
み
ぐ
ん
だ
い
り
ょ
う

務
郡
大
領（
郡
司
の
長

官
）・
同
厚あ
つ
み
ぐ
ん

見
郡
大
領
ら
が
兵
七
〇
〇
余

人
を
率
い
て
現
場
を
襲
撃
し
、
死
者
を
出

す
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
中
央
政
府
は
美

濃
国
司
に
首
謀
者
の
処
分
と
工
事
再
開
な

ど
を
命
じ
ま
し
た
が
、
数
日
後
に
は
再
び

美
濃
側
が
掘
削
現
場
の
河
口
に
土
石
を
運

ん
で
塞
ぎ
、
こ
れ
を
監
視
す
る
な
ど
の
実

力
行
使
に
及
び
ま
し
た
。
尾
張
側
も
兵
力

を
も
っ
て
対
抗
す
る
構
え
を
見
せ
ま
し
た

が
、
政
府
が
尾
張
国
に
工
事
の
一
時
中
止

を
命
令
し
、
続
い
て
美
濃
国
司
に
首
謀
者

の
取
調
べ
を
命
じ
ま
し
た
。

　

史
料
に
見
え
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
、
そ

の
後
の
顛
末
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
工
事
に
は
尾
張
国
葉
栗
郡
・
中
島
郡

か
ら
工
夫
が
徴
発
さ
れ
て
お
り
、
広
野
河

沿
い
に
あ
っ
た
岐
南
町
域
か
ら
も
多
く
の

人
が
動
員
さ
れ
た
は
ず
で
、
さ
ら
に
事
件

現
場
が
町
域
に
及
ん
で
い
た
こ
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

承
久
の
乱
と
食
の
渡
し

　

鎌
倉
に
幕
府
が
開
か
れ
た
当
初
は
、
幕

府
の
基
盤
は
磐
石
で
は
な
く
、
西
国
支
配

は
弱
体
で
、
配
下
の
御
家
人
間
の
対
立
や

幕
府
内
部
で
の
抗
争
な
ど
問
題
を
抱
え
て

い
ま
し
た
。
一
方
、
京
都
の
朝
廷
は
武
家

政
権
の
誕
生
こ
そ
許
し
た
も
の
の
、
畿
内

岐南町

石作神社



九瀬の渡し

木曽川流路の変化

岐南インター（国道21号22号交差点）
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地
域
の
歴
史
2

を
中
心
に
権
力
を
保
持
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
一
二
二
〇（
承
じ
ょ
う
き
ゅ
う久

二
）
年
の
三
代
将
軍
源
実
朝
の
暗
殺
を
き
っ

か
け
に
、
後
鳥
羽
上
皇
が
密
か
に
討
幕
を

計
画
し
武
力
を
強
化
、
京
都
で
挙
兵
し
ま

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
大
軍
を
も
っ

て
東
海
道・
東
山
道・
北
陸
道
の
三
方
か
ら

京
都
に
攻
め
上
が
り
ま
し
た
。
朝
廷
方
は

尾
張
河（
木
曽
川
）
で
迎
え
討
つ
た
め
に
都

か
ら
兵
を
発
し
ま
し
た
。
尾
張
国
は
幕
府

と
朝
廷
の
支
配
圏
の
接
点
で
、
在
地
の
領

主
は
両
政
権
と
二
重
に
主
従
関
係
を
持
っ

て
い
た
者
も
あ
り
、
源
頼
朝
の
平
家
追
討

の
際
に
は
い
ち
早
く
参
集
し
た
尾
張
源
氏

の
各
氏
族
の
中
に
も
朝
廷
に
つ
い
た
も
の

も
多
数
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。

　

尾
張
河
で
対
峙
し
た
両
軍
は
九
ヶ
所
の

渡
で
戦
闘
と
な
り
ま
し
た
が
、
兵
力
に
勝

る
幕
府
方
の
圧
勝
に
終
わ
り
、
幕
府
は
全

国
支
配
に
大
き
く
前
進
し
ま
し
た
。
戦
闘

の
あ
っ
た
九
瀬
の
渡
の
う
ち
、「
食じ
き

の
渡
」

は
岐
南
町
八
剣
、

「
稗ひ
え
じ
ま島

の
渡
」
は
岐

南
町
平
島
に
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

時
代
が
下
っ
た
南

北
朝
の
動
乱
で
も
尾

張
河
は
戦
場
と
な
り

ま
し
た
。
一
三
三
七

（
延え
ん
げ
ん元
二
）
年
、
劣

勢
に
あ
っ
た
後
醍

醐
天
皇
の
要
請
を
受

け
た
奥
州
の
北き
た
ば
た
け
あ
き
い
え

畠
顕
家
が
大
軍
を
率
い
て

上
洛
の
途
に
つ
き
鎌
倉
で
足
利
軍
を
破
り
、

翌
年
に
は
垂
井
宿
ま
で
進
ん
で
い
ま
し

た
。
足
利
軍
も
関
東
で
兵
を
集
め
北
畠
軍

を
追
っ
て
背
後
に
迫
り
、
尾
張
河
を
挟
ん

で
対
峙
し
ま
し
た
。
戦
闘
は
志じ

き貴
・
洲す
の
ま
た俣・

阿あ

じ

か
志
賀
の
渡
で
展
開
さ
れ
、
北
畠
軍
が
退

い
て
青
木
ヶ
原（
大
垣
市
青
野
町
周
辺
）
で

再
び
対
戦
し
ま
し
た
。
戦
闘
が
行
わ
れ
た

「
志
貴
の
渡
」
は「
食
の
渡
」
と
同
様
の
場

所
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

木
曽
川
流
路
の
変
化
と
国
境
変
更

　

豊
臣
秀
吉
の
治
下
に
あ
っ
た
一
五
八
六

（
天て
ん
し
ょ
う正
一
四
）
年
六
月
二
四
日
、
木
曽
川

に
大
洪
水
が
起
こ
り
、
美
濃
国
各
務
郡
以

西
の
木
曽
川
河
道
が
大
変
化
し
て
ほ
ぼ
現

在
の
流
路
と
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
各
務

郡
前ま
え
ど渡
村
で
一
旦
北
向
き
に
流
れ
て
現
在

の
境
川
筋
を
流
れ
て
い
た
木
曽
川
が
、
北

に
流
れ
ず
西
に
向
か
っ
て
突
進
し
て
、

上か
み
な
か
や

中
屋・
間ま
じ
ま島・
栗く
り
き木

の
村
内
を
貫
流
し
、

円え
ん
じ
ょ
う
じ

城
寺
村
と
北き
た
か
た方
村

と
の
間
を
貫
い
て
南

西
に
大
き
く
向
き
を

変
え
て
、
ほ
ぼ
現
在

の
木
曽
川
流
路
と
な

り
ま
し
た
。
濃
尾
国

境
で
あ
っ
た
境
川
は

各
務
郡
北
部
よ
り
発

す
る
長
良
川
支
川
の

小
河
川
と
な
り
ま
し
た
。

　

豊
臣
秀
吉
は
、
新
し
い
木
曽
川
の
流
路

を
尾
張
と
美
濃
の
国
境
に
変
更
し
、
尾

張
国
の
葉
栗
・
中な
か
し
ま島

・
海か

い
さ
い西

三
郡
の
内
、

百
二
十
ヶ
村
を
分
割
し
て
美
濃
国
に
移
し

ま
し
た
。
葉
栗
郡
の
う
ち
美
濃
国
と
な
っ

た
地
域
に
当
町
域
も
含
ま
れ
て
お
り
、
以

後
羽
栗
郡
と
称
し
、
一
八
九
七（
明
治

三
〇
）
年
に
美
濃
国
中
島
郡
と
合
併
し
て

羽
島
郡
と
な
り
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
町
域
に
は
、
平へ
い
じ
ま島
村

四
三
七
石
余
・
若わ
か
み
や
じ

宮
地
村
一
一
三
石
余
・

三み
や
け宅

村
五
〇
〇
石
余
・
野の

な
か中

村
二
六
一
石

余・
成な
る
み
つ光
村
九
七
石
余・
伏ふ
せ
や屋
村
七
三
七
石

余
・
上か
み
じ
き
印
食
村
三
一
六
石
余
・
下し
も
じ
き
印
食
村

一
二
〇
〇
石
余
・
薬や
く
し
じ

師
寺
村
二
二
〇
石
余
・

徳と
く
だ田

村
六
四
四
石
余
が
あ
り
ま
し
た
。
支

配
領
主
は
、
幕
府
領・
加
納
藩
領・
尾
張
藩

領・
旗
本
領
な
ど
が
混
在
し
、
江
戸
時
代
を

通
し
て
国
替
え
に
よ
る
変
更
も
多
く
、
領

主
変
遷
は
複
雑
で
し
た
。

発
展
を
続
け
る
岐
南
町

　

一
八
九
七（
明
治
三
〇
）
年
に
な
る
と
、

野
中
村
・
三
宅
村
・
伏
屋
村（
明
治
八
年
成

光
村
を
合
併
）・
若
宮
地
村
・
平
島
村
が
合

併
し
上う
え
は
ぐ
り

羽
栗
村
と
な
り
、
ま
た
下
印
食
村・

徳
田
村・
上
印
食
村・
薬
師
寺
村
が
合
併
し

八や
つ
る
ぎ剣

村
と
な
り
ま
し
た
。
一
九
五
六（
昭
和

三
一
）
年
に
は
八
剣
村・
上
羽
栗
村
が
合
併

し
岐
南
村
と
な
り
ま
し
た
が
、
数
日
後
町

制
施
行
に
よ
り
岐
南
町
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

岐
南
町
は
県
下
の
市
町
村
の
中
で
は
北

方
町
に
次
い
で
面
積
の
小
さ
な
町
で
す
が
、

県
庁
所
在
地
の
岐
阜
市
市
街
地
へ
は
国
道

二
一
号
で
約
五
㎞
、
名
古
屋
市
へ
は
国
道

二
二
号
で
約
三
〇
㎞
の
近
距
離
に
あ
り
、

商
工
業
が
急
速
に
発
達
し
ま
し
た
。
二
つ

の
国
道
が
交
差
す
る
岐
南
イ
ン
タ
ー
は
県

下
一
の
交
通
量
を
誇
り
、
ま
た
町
の
東
部

に
は
東
海
北
陸
自
動
車
道
の
岐
阜
各
務
原

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
あ
り
、
東
名・
名
神

高
速
道
路
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
容
易
で
す
。

　

平
成
の
市
町
村
合
併
で
は
岐
阜
市
な
ど

隣
接
す
る
市
町
と
の
交
渉
を
持
ち
ま
し
た

が
、
最
終
的
に
は
単
独
で
歩
む
道
を
選
択

し
、
平
成
一
七
年
度
か
ら
二
一
年
度
ま
で

地
方
交
付
税
不
交
付
団
体
と
な
る
な
ど
財

政
力
の
強
い
町
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
参
考
文
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岐
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県
』

昭
和
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五
年　
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印食付近の境川



地

域

の

治
水
・
利
水

施

設

境
川
の
氾
濫
被
害
と
治
水
対
策

　

境
川
は
、
流
域
の
小
河
川
や
村
々
の
排
水
を
集
め

て
、
長
良
川
に
注
い
で
い
ま
し
た
。
大
雨
が
降
る
と

上
流
か
ら
流
下
す
る
水
量
の
増
加
に
、
長
良
川
か
ら

の
逆
流
も
加
わ
っ
て
増
水
し
、
氾
濫
を
繰
り
返
し
て

き
ま
し
た
。
こ
の
状
況
は
、
抜
本
的
な
治
水
対
策
が

行
わ
れ
た
昭
和
初
期
ま
で
続
き
ま
し
た
。

境川現況

大榑川薩摩堰遺跡（海津市）

３

地
域
の
治
水
・
利
水
施
設

氾
濫
を
繰
り
返
し
た
境
川

　

岐
南
町
の
北
・
西
辺
を
流
れ
る
境
川
は
、

各
務
原
市
北
部
を
発
し
て
、
羽
島
市
小
熊

町
に
て
長
良
川
に
合
流
す
る
長
良
川
支
川

で
、
か
つ
て
は
、
し
ば
し
ば
氾
濫
し
て
沿

川
に
被
害
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

　

一
六
一
〇（
慶
け
い
ち
ょ
う長

一
五
）
年
、
尾
張
国
を

木
曽
川
の
水
害
か
ら
守
る
御
囲
堤
の
築
造

に
よ
っ
て
、
尾
張
国
に
流
下

し
て
い
た
三
宅
川・
萩
原
川
な

ど
の
木
曽
川
分
派
川
が
締
め

切
ら
れ
る
と
、
木
曽
川
本
流

の
水
量
が
増
加
し
、
美
濃
国

の
西
南
部
は
洪
水
被
害
が
多

く
な
り
ま
し
た
。
長
良
川
の

水
量
も
、
木
曽
川
合
流
点
よ

り
下
流
は
も
ち
ろ
ん
、
上
流

部
で
も
増
水
し
氾
濫
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

特
に
被
害
が
増
え
た
の
は
、

一
七
五
四（
宝ほ
う
れ
き暦

四
）
年
か
ら

翌
五
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ

た
薩
摩
藩
に
よ
る
御
手
伝
い

普
請
に
よ
っ
て
、
大お
お
ぐ
れ
が
わ

榑
川
の
分
派
口
に
洗

堰
が
設
け
ら
れ
て
以
降
で
し
た
。
大
榑
川

は
、
水
量
の
増
し
た
長
良
川
の
水
を
揖
斐

川
に
流
す
た
め
に
、
一
六
一
九（
元げ
ん
な和
五
）

年
に
大
藪
村（
海
津
市
輪
之
内
町
）
と
勝か
つ
む
ら村

（
海
津
市
平
田
町
）
間
に
開
削
さ
れ
ま
し
た
。

大
榑
川
の
開
削
は
、
長
良
川
沿
川
の
村
々

に
と
っ
て
洪
水
被
害
を
防
ぐ
上
で
有
効
で

し
た
が
、
出
水
時
に
長
良
川
の
洪
水
が
流

れ
込
む
揖
斐
川
筋
の
村
々
に
と
っ
て
は
大

変
差
し
障
り
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た

村
々
の
要
望
を
聞
き
入
れ
、
宝
暦
治
水
で

大
榑
川
へ
の
流
量
を
調
節
す
る
洗
堰
を
設

置
し
ま
し
た
。

　

大
榑
川
洗
堰
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
、
長

良
川
の
沿
川
で
は
洪
水
被
害
が
多
く
な

り
、
支
川
で
あ
る
境
川
で
も
長
良
川
の
水

が
逆
流
し
て
氾
濫
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
一
七
七
六（
安あ
ん
え
い永
七
）
年
に
羽
栗
郡

の
柳や
な
い
づ津

・
直す

ぐ
み
ち道

・
北

き
た
じ
ゅ
く宿・

市い
ち
ば場

四
ヶ
村
の

庄
屋
が
尾
張
藩
奉
行
所
宛
て
に
提
出
し
た

「
逆ぎ
ゃ
く
す
い
と
め
い
り
つ
き
た
て

水
留
杁
築
立
に
つ
き
願
書
」
に「
濃の

う
し
ゅ
う州

羽は
ぐ
り
ぐ
ん

栗
郡
と
厚あ
つ
み
ぐ
ん

見
郡
と
の
境さ
か
い
が
わ川
の
上か
み

は
、

各か
か
み
ぐ
ん

務
郡
山や

ま
や
ま々・

谷た
に
た
に々・

野の
か
た
な
ら
び
に
す
う
じ
ゅ
う
か
そ
ん

方
並
数
十
か
村
、

悪
あ
く
す
い
お
ち
き
た
り
て
そ
う
ろ
う

水
落
来
候
・・・
廿に
じ
ゅ
う
ご
ね
ん
い
ぜ
ん
な
が
ら
が
わ
ど
う

五
年
以
前
長
良
川
道

に
て
大お
お
ぐ
れ
が
わ
し
め
き
り

榑
川
〆
切
に
相あ
い
な
り成
、
夫そ
れ

よ
り
以い
ら
い来

長な
が
ら
が
わ
す
じ
す
い
り
ょ
う
あ
い
ま
し

良
川
筋
水
量
相
増
、
殊こ
と

に
連れ
ん
れ
ん々

砂す
な
だ
か
あ
い

高
相

成な
り
そ
う
ろ
う
ゆ
え

候
故
、
右み
ぎ

境さ
か
い
が
わ川
へ
逆
ぎ
ゃ
く
す
い
お
お
く

水
多
、
近き
ん
ね
ん年
は

歳と
し
ご
と毎

に
水す

い
そ
ん
あ
い
ま
し

損
相
増
、
右

み
ぎ
か
わ
そ
い
む
ら
む
ら
い
っ
と
う

川
添
村
々
一
統
百

ひ
ゃ
く

姓
し
ょ
う
あ
い
つ
づ
け
が
た
く
な
り
そ
う
ろ
う

相
続
難
成
候・・・
」
と
あ
る
通
り
で
す
。

境
川
の
堤
防
を
め
ぐ
る
争
い

　

河
川
堤
防
の
築
造・
補
修
に
関
し
て
川
上

の
村
と
川
下
の
村
あ
る
い
は
対
岸
の
村
と

の
間
に
紛
争
が
起
き
、
訴
訟
に
発
展
す
る

こ
と
を
堤つ
つ
み
ろ
ん論・
水す
い
ろ
ん論
と
呼
び
ま
す
。
境
川
で

は
宝
暦
治
水
以
後
、
こ
う
し
た
訴
訟
が
急

増
し
て
い
ま
す
。

　

岐
南
町
域
の
代
表
的
な
堤
論
と
し
て
は
、

天て
ん
め
い明
の
野
中
村
新
規
築
上
普
請
に
関
わ
る

訴
訟
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
野
中
村
の
堤
は
、

河
川
堤
防
で
は
な
く
三
宅
村
境（
三
宅
村

の
堤
に
接
続
）
か
ら
米
野
村
境
に
至
る
水

除
堤
で
尾
張
藩
の
自
普
請
に
よ
っ
て
築
か

れ
、
寛か
ん
ぶ
ん文
年
間（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）

以
前
か
ら
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

境
川
な
ど
の
溢
水
か
ら
村
を
守
る
た
め
に

築
造
さ
れ
ま
し
た
が
、
野
中
村
だ
け
で
な

く
若
宮
地
・
成
光
・
三
宅
・
上
印
食
・
下
印

食・
薬
師
寺・
徳
田
な
ど
の
川
下
村
々
の
水

防
に
も
役
立
っ
て
い
ま
し
た
。
反
面
、
平

島・
米
野・
大
野
な
ど
の
川
上
の
村
に
と
っ

て
は
、
水
が
落
ち
て
い
か
な
い
迷
惑
な
堤

防
だ
っ
た
の
で
紛
争
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
七
八
二（
天
明
二
）
年
に
、
野
中
村

が
堤
防
の
嵩
上
げ
を
し
た
の
で
削
り
下
げ

る
よ
う
に
と
平
島・
米
野・
大
野
村
よ
り
尾



境川放水路（新境川）

現在の境川排水機場

近世境川周辺の村々

米野村

平島村

大野村

芋島村

高田村

中島村

伏屋村

成光村

若宮地村

野中村

三宅村下印食村

上印食村

切通村

長森細畑村

中野村
円城寺村

薬師寺村

笠松村

田代村

長池村
船原村

北宿村
直道村

下佐波村

上佐波村
柳津村

北及村

徳田村

木 曽 川

羽栗郡

厚見郡
各 務 郡

葉栗郡葉栗郡

４

地
域
の
治
水
・
利
水
施
設

張
藩
役
所
に
訴
願
が
あ
り
、
ま
た
厚
見
郡
の

中な
か
し
ま島

村・
芋い

も
し
ま島

村
か
ら
も
同
様
の
訴
え
が
な

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
は
、
川
上
村
々
の

主
張
が
通
り
、
堤
防
の
削
り
下
げ
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
堤
に
つ
い
て
は
、
一
七
九
五

（
寛か
ん
せ
い政

七
）
年
に
も
、
野
中
村
と
中
島
・
芋

島
村
の
間
で
紛
争
が
起
き
て
い
ま
す
。

　

柳
津
村
・
船ふ
な
は
ら原

村
・
北
宿
村
は
、
境
川
沿

い
な
が
ら
土
地
が
や
や
高
い
の
で
無
堤
で
し

た
が
、
大
榑
川
洗
堰
の
完
成
後
は
長
良
川
の

逆
流
被
害
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
七
六
七（
明め
い
わ和
四
）
年
に
は
三
ヶ
村
を
含

む
一
〇
ヶ
村
に
懸
か
け
ま
わ
し
て
い

廻
堤
の
築
造
が
認
め
ら
れ

大
部
分
の
築
堤
が
施
工

さ
れ
ま
し
た
が
、
柳
津

村
西
部
の
堤
防
は
川
上

の
村
に
障
り
が
あ
る
と

し
て
工
事
が
差
し
止
め

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

部
分
の
工
事
は
な
か
な

か
認
め
ら
れ
ず
、
柳
津

村
方
は
畑
と
称
し
た
堤

防
を
無
願
で
築
造
し
、

こ
れ
を
尾
張
北
方
代
官

酒
井
七
左
衛
門
が
江
戸

勘
定
所
に
認
め
さ
せ
ま

し
た
。
こ
の
畑
は
た
つ
な
ぎ
て
い

繋
堤
に

よ
っ
て
総
懸
廻
堤
が
完

成
し
松ま
つ
え
だ枝

輪
中
が
成
立

し
ま
し
た
が
、
川
上
の

徳
田
・
印
食
新
田
・
笠

松
・
徳
田
新
田
村
な
ど

は
ま
す
ま
す
水
害
が

深
刻
に
な
り
ま
し
た
。

　

川
上・
川
下
の
争
い
以
上
に
、
対
岸
の
村

と
の
紛
争
は
数
多
く
発
生
し
て
い
ま
し
た
。

対
岸
の
厚
見
郡
細ほ

そ
ば
た畑・
領り
ょ
う
げ下
村
が
一
七
八
五

（
天て
ん
め
い明
五
）
年
に
中
山
道
の
南
に
新
た
な

堤
普
請
を
し
た
の
で
、
中
島
・
芋
島
・
三

宅・
伏
屋・
円
城
寺・
薬
師
寺・
徳
田・
印
食

な
ど
の
一
四
ヶ
村
が
水
災
を
受
け
る
と
美

濃
郡
代
堤
方
役
所
に
訴
え
出
て
、
新
堤
の

と
こ
ろ
は
削
り
下
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
一
八
三
九（
天て
ん
ぽ
う保
一
〇
）
年
に
は
、
三

宅・
中
島・
芋
島
村
の
者
が
領
下
村
の
堤
を

切
り
崩
す
事
件
が
起
こ
り
、
美
濃
代
官
が

糾
明
中
に
、
左
岸
一
五
ヶ
村
が
領
下
村
堤

普
請
は
障
り
が
あ
る
と
訴
え
、
そ
の
言
い

分
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
細
畑・
領

下
村
と
左
岸
村
々
の
争
い
は
、
一
八
五
四

（
嘉か
え
い永

七
）
年
か
ら
一
八
五
九（
安あ

ん
せ
い政

六
）

年
に
か
け
て
幕
府
評
定
所
ま
で
持
ち
込
ま

れ
た
訴
訟
や
、
一
八
六
一（
文
ぶ
ん
き
ゅ
う久
元
）
年
、

和か
ず
の
み
や
こ
う
か

宮
降
嫁
に
伴
う
中
山
道
修
繕
に
乗
じ
た

新
堤
築
造
に
つ
い
て
の
訴
訟
な
ど
頻
発
し

て
い
ま
す
。

逆
水
樋
門
と
境
川
放
水
路

　

明
治
に
な
っ
て
か
ら
も
、
境
川
の
氾
濫

に
よ
る
被
害
は
深
刻
で
、
一
七
八
五（
明
治

二
八
）
年
に
は
、
細
畑
村
が
堤
防
新
築
の

計
画
を
立
て
県
に
認
可
を
求
め
た
の
に
対

し
て
境
川
南
部
の
一
一
ヶ
村
が
差
し
止
め

を
求
め
て
提
訴
し
て
い
ま
す
。

　

境
川
の
本
格
的
な
改
修
は
、
一
九
二
一

（
大
正
一
〇
）
年
に
始
ま
っ
た
木
曽
川
上
流

改
修
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
改

修
工
事
の
計
画
を
知
っ
た
笠
松
・
上
羽
栗
・

八
剣・
柳
津・
松
枝・
正ま
さ
き木・

駒こ
ま
づ
か塚・

足あ
じ
か近

の

一
町
八
ヶ
村
は
、
大
正
八
年
に
政
府・県
に
、

付
帯
工
事
と
し
て
長
良
川
か
ら
の
逆
流
を

防
ぐ
た
め
境
川
合
流
地
点
に
逆
水
樋
門
を

建
設
す
る
よ
う
に
要
望
し
ま
し
た
。
こ
の

樋
門
は
、
一
九
三
三（
昭
和
八
）
年
に
小
熊

村
に
設
置
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
境
川
へ

の
長
良
川
の
逆
流
を
か
な
り
防
ぎ
と
め
水

害
を
抑
制
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
樋
門
建
設
に
先
立
つ
昭
和
五
年

に
、
境
川
を
上
流
の
山
野
部
に
お
い
て
受

け
と
め
、
周
辺
小
河
川
を
併
せ
な
が
ら
木

曽
川
に
至
る
境
川
放
水
路
の
開
削
が
完
工

し
て
い
ま
す
。
境
川
放
水
路
は
通
称
新
境

川
と
呼
ば
れ
、
稲
葉
郡
蘇そ
は
ら原
村
大
島
地
先

で
境
川
本
流
を
受
け
、
南
流
し
て
各
務
原

台
地
を
通
っ
て
各
務
悪
水
路
お
よ
び
前
宮

悪
水
路
を
併
せ
て
、
羽
島
郡
中
屋
村
で
木

曽
川
に
至
る
延
長
約
五
〇
六
〇
メ
ー
ト
ル

の
水
路
で
す
。

　

放
水
路
に
よ
っ
て
上
流
か
ら
の
流
量
を

制
限
し
、
逆
水
樋
門
に
よ
っ
て
長
良
川
か

ら
の
逆
水
を
防
ぐ
こ
と
で
、
境
川
の
治
水

安
全
度
は
格
段
に
向
上
し
ま
し
た
。
そ
の

後
も
引
き
続
き
河
道
改
修
が
行
わ
れ
、
さ

ら
に
昭
和
四
五
年
に
は
境
川
排
水
機
場
が

完
成
、
沿
川
の
人
々
は
江
戸
時
代
か
ら
の

悲
願
で
あ
っ
た
氾
濫
被
害
に
怯
え
な
い
暮

ら
し
を
手
に
い
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
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歴
史
記
録

一
．は
じ
め
に

　

わ
が
国
の
平
野
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
見
ら

れ
る
侵
蝕
に
よ
る
構
造
平
野
と
異
な
り
、

縄
文
海
進
以
降
の
完
新
世
に
形
成
さ
れ
た

堆
積
平
野
で
す
。
そ
の
た
め
地
耐
力
の
弱

い
軟
弱
な
シ
ル
ト
に
よ
る
氾
濫
原
で
す
。

し
た
が
っ
て
平
野
の
開
発
は
治
水
史
そ
の

も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
地
形
的
基
礎
か
ら
古
来
よ

り
低
湿
地
の
水
稲
栽
培
を
基
調
と
す
る
生

産
形
態
を
伝
統
と
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し

て
そ
の
開
田
は
つ
ね
に
洪
水
へ
の
対
応
が

宿
命
的
な
課
題
で
し
た
。
い
っ
ぽ
う
都
市

で
は
戦
国
城
下
町
か
ら
近
世
城
下
町
へ
の

推
移
は
、
経
済
的
見
地
か
ら
山
間
部
か
ら

氾
濫
平
野
へ
の
下
降
立
地
の
環
境
変
容
で

あ
り
、
こ
の
た
め
城
下
町
経
営
上
か
ら
洪

水
対
策
が
必
須
の
条
件
で
し
た
。

　

そ
の
対
策
と
し
て
様
々
な
工
法
が
創
出

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の

が
、
あ
る
特
定
の
地
区
の
み
を
堤
防
で
め

ぐ
ら
す
囲
堤
工
法
で
す
。
こ
の
工
法
は
、

一
貫
し
た
治
水
対
策
を
必
要
と
し
な
い
た

め
、
連
続
堤
以
前
の
江
戸
期
に
は
洪
水
多

発
の
河
川
流
域
で
盛
行
さ
れ
て
き
ま
し
た

①
。
な
か
で
も
木
曽
三
川
流
域
で
は
こ
の

囲
堤
を
輪
中
と
称
し
、
濃
尾
平
野
西
南
部

の
岐
阜
、
三
重
、
愛
知
の
各
県
に
分
布
し

て
、
他
に
類
例
を
み
な
い
水
防
共
同
体
の

輪
中
地
域
を
形
成
し
て
き
ま
し
た
。

二
．都
市
化
に
よ
る
景
観
変
化
と
輪
中
意
識

　

当
時
の
輪
中
堤
は
自
普
請
に
よ
る
小
規

模
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
を
支
え
た
の
が

輪
中
民
に
よ
る
強
固
な
水
防
意
識 

― 

輪

中
意
識 

― 

で
し
た
②
。

　

こ
の
よ
う
な
特
異
な
共
同
体
も
、
近
現

代
に
な
る
と
大
き
く
変
容
し
て
き
ま
し

た
。
具
体
的
に
は
連
続
堤
に
よ
る
高
水
位

工
法
の
治
水
対
策
、
堤
内
で
は
土
地
改
良

事
業
に
よ
る
堀
田
、
池
沼
の
干
拓
な
ど
に

よ
る
耕
地
整
理
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
と
く

に
土
地
改
良
事
業
は
低
湿
な
農
業
的
土
地

利
用
か
ら
都
市
的
土
地
利
用
へ
の
転
換
を

容
易
に
し
ま
し
た
。
こ
の
治
水
事
業
の
進

行
が
輪
中
民
の
意
識
に
い
か
な
る
変
化
を

も
た
ら
し
た
か
、
そ
の
解
明
を
こ
こ
ろ
み

ま
し
た
。

　

こ
の
類
の
調
査
は
い
ま
ま
で
に
井
森
隆

平
氏
③
、
川
本
彰
氏
④
の
研
究
が
あ
り
ま

し
た
が
、
調
査
の
目
的
は
あ
く
ま
で
も
輪

中
地
域
の
ム
ラ
社
会
の
変
異
を
問
う
も
の

で
あ
っ
て
、
輪
中
民
の
水
意
識
ま
で
探
求

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

水
意
識
に
関
す
る
調
査
は
、
そ
の
後
、

伊
藤
安
男
氏
⑤
に
よ
り
一
九
七
〇（
昭
和

四
五
）
年
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
行
わ
れ
、

さ
ら
に
一
九
七
三（
昭
和
四
八
）
年
、

一
九
七
七（
昭
和
五
二
）
年
、一
九
九
五（
平

成
三
）
年
に
は
、
大
垣
輪
中
研
究
会
に
よ

り
三
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

一
九
七
〇（
昭
和
四
五
）
年
は
、
約

二
百
人
の
人
々
を
対
象
に「
あ
な
た
は
輪

中
根
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い

ま
す
か
」
と
い
う
設
問
に
よ
り
、
聞
き
と

写真（１）長良川破堤による浸水状況
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歴
史
記
録

り
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
回
答
を

要
約
す
る
と
、
水
害
時
に
自
分
た
ち
の
輪

中
を
守
る
た
め
の
強
い
団
結
力
、
い
う
な

ら
ば
運
命
共
同
体
的
な
同
族
意
識
、
輪
中

意
識
と
な
り
ま
す
。
こ
の
意
識
が
エ
ス
カ

レ
ー
ト
す
る
と
水
論
と
な
り
対
立
抗
争
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

一
八
七
五（
明
治
八
）
年
の『
美
濃
国
民
俗

誌
稿
』
に「
…
…
彼
我
ニ
目
ヲ
張
リ
他
ノ

自
由
ヲ
妨ぼ
う
と
く碍

シ
テ
快か

い

ヲ
唱
フ
ル
ノ
余よ

し
ゅ
う臭

ヲ

存ぞ
ん

ス
、
地
、
水
害
ア
ル
ヲ
以
テ
ヤ
…
…
」

と
あ
り
、
輪
中
根
性
は
自
己
中
心
的
な
地

域
エ
ゴ
、
輪
中
エ
ゴ
と
さ
れ
て
い
ま
す
⑥
。

　

こ
の
輪
中
意
識
―
水
防
意
識
―
も
ハ
ー

ド
な
連
続
堤
に
よ
る
治
水
が
進
行
す
る
に

つ
れ
、
輪
中
民
に
治
水
即
工
事
と
い
う
治

水
思
想
が
浸
透
し
て
い
き
、
そ
れ
と
と
も

に
低
下
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
傾
向
に

さ
ら
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
高
度
経
済
成

長
期
の
都
市
化
に
と
も
な
う
景
観
変
化
で

し
た
。
人
々
の
間
に
低
湿
地
の
概
念
が
喪

失
さ
れ
、
そ
れ
に
連
動
し
て
水
防
意
識
、

い
う
な
ら
ば
水
害
意
識
が
著
し
く
低
下
し

ま
し
た
。
行
政
側
の
水
防
法
に
よ
っ
て
義

務
づ
け
ら
れ
た
水
防
計
画
書
も
空
文
化
さ

れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
意
識
変
質
を
よ
り
具
体
的
に
把
握

し
よ
う
と
し
た
の
が
、
大
垣
輪
中
研
究
会

を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
三
回
に
わ
た
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
で
し
た
。

　

調
査
方
法
は
、
岐
阜
県
下
の
輪
中
全
域

の
各
教
育
委
員
会
よ
り
各
小
学
校
五・六
年

の
児
童
の
輪
中
学
習
の
一
環
と
し
て
、
各

保
護
者
に
記
入
回
答
が
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。

　

実
施
時
期
・
調
査
項
目
に
つ
い
て
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
統
一
性
を
図
る
た
め
、

三
回
と
も
実
施
時
期
は
七
月
と
し
、
調
査

項
目
は
全
て
同
じ
に
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

な
お
第
二
回
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
六
年

九
月
一
二
日
の
九・一
二
豪
雨（
九・一
二
輪

中
水
害
）
の
翌
年
で
あ
り
、
輪
中
民
の
水

意
識
の
変
化
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
ま
し
た
。
第
三
回
は
九・一
二
豪
雨
よ
り

約
二
〇
年
経
過
し
て
お
り
、
こ
の
間
の
意

識
は
ど
う
変
質
し
た
の
か
を
み
る
た
め
と

し
ま
し
た
。

　

こ
の
三
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い

て
、
概
略
を
示
し
ま
す
。

〈
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
実
施
日
と
対
象
数
〉

第
１
回　

　
　

一
九
七
三（
昭
和
四
八
）
年
七
月

　
　

一
，
三
二
四
名

第
２
回

　
　

一
九
七
七（
昭
和
五
二
）
年
七
月

　
　

一
，
六
四
九
名

第
３
回

　
　

一
九
九
五（
平
成　

七
）
年
七
月

　
　

二
，
二
六
六
名

〈
主
な
調
査
内
容
〉

①「
あ
な
た
は
今
後
も
水
害
の
危
険
性
が

あ
る
と
思
い
ま
す
か
。」

（
イ
）
あ
る
。（
ロ
）
な
い
。（
ハ
）
分

か
ら
な
い
。

②「
あ
な
た
は
水
害
の
時
に「
水
防
活
動
に

出
て
下
さ
い
」
と
要
請
が
あ
っ
た
ら
、

ど
う
な
さ
い
ま
す
か
。」

（
イ
）
自
分
の
仕
事（
勤
務
）
を
休
ん
で

参
加
す
る
。（
ロ
）
自
分
の
仕
事（
勤
務
）

が
休
み
な
ら
参
加
す
る
。（
ハ
）
参
加

し
な
い
。（
二
）
分
か
ら
な
い
。（
ホ
）

そ
の
他

〈
調
査
結
果
〉

　

①「
あ
な
た
は
今
後
も
水
害
の
危
険
性

が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。」
は
、
輪
中
地

域
の
人
々
の
水
災
危
険
意
識
を
問
う
も

の
で
、
そ
の
結
果
を
図（
１
）
に
示
し

ま
し
た
。
第
１
回
の
昭
和
四
八
年
で
は

五
六
．
〇
％
の
人
々
が
、
水
害
の
危
険

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
第

２
回
の
昭
和
五
二
年
で
は
急
増
し
て

八
七
．
二
％
の
人
々
が
危
険
意
識
を
も
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
調
査
の

前
年
に
岐
阜
県
安
八
町
に
て
長
良
川
本

流
が
破
堤
し
て
大
き
な
被
害
を
も
た
ら

し
た
、
こ
の
影
響
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
第
三
回
調
査
結
果
は
、七
一
．五
％

の
人
々
が
危
険
意
識
を
持
っ
て
い
る
と

な
っ
て
お
り
、
第
２
回
よ
り
は
減
り
ま

し
た
が
、
第
１
回
に
対
し
て
は
微
増
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

②「
あ
な
た
は
水
害
の
時
に「
水
防
活

動
に
出
て
下
さ
い
」
と
要
請
が
あ
っ
た

ら
、
ど
う
な
さ
い
ま
す
か
。」
は
、
出
水

時
の
水
防
活
動
に
つ
い
て
問
う
も
の
で

す
。
そ
の
結
果
を
図（
２
）
に
示
し
ま
し

た
。

　
「
仕
事
を
休
ん
で
参
加
す
る
」
が
第
１

回
五
二
．〇
％
、
第
２
回
六
八
．七
％
、
第

３
回
で
は
三
三
．〇
％
と
減
少
し
て
い
ま

す
。
第
２
回
調
査
は
九
・
一
二
災
害
の
翌

年
で
し
た
。

　

現
在
、
第
三
回
調
査
か
ら
一
七
年
が

経
過
し
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、
き
わ
め

て
ハ
イ
テ
ン
ポ
に
流
域
環
境
の
変
容
が

進
み
、
そ
の
上
想
定
外
の
気
象
異
変
か

ら
従
来
よ
り
水
害
を
み
な
い
小
中
河
川

に
お
い
て
、
水
災
が
続
出
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
こ
れ
ら
の
災
害
が
水
害
未
体
験

の
流
域
住
民
に
ど
の
よ
う
な
水
意
識
を

も
た
ら
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
解
明
が

待
た
れ
ま
す
。



写真（３）福束輪中（輪之内町）の輪中堤切割部を封鎖した状況（１９７６．９．１４ 伊藤安男撮影）写真（４）安八町の浸水状況、右の塔が安八町役場（１９７６．９．１４ 伊藤安男撮影）

森部輪中
大明神
輪中

中須
輪中

中村輪中

福束輪中堤

北今ヶ渕
輪中

森部輪中
大明神
輪中

中須
輪中

中村輪中

福束輪中堤

北今ヶ渕
輪中

写真（２）空中写真（２００２年）にみる安八町―１～２が福束輪中堤、以北が安八町、以南が輪之内町―

７

歴
史
記
録

三
．隣
接
す
る
行
政
間
の
水
意
識
格
差

―
安
八
町（
森
部
輪
中
）
と

　

輪
之
内
町（
福
束
輪
中
）
の
事
例
―

　

被
災
地
域
は
森
部
輪
中
を
中
心
に
北

今
ヶ
渕
、
森
部
、
大
明
神
、
中
須
、
中
村

な
ど
の
大
小
の
輪
中
が
分
布
す
る
典
型
的

な
輪
中
地
域
で
あ
り
、
地
先
水
防
の
意
識

の
高
揚
し
た
河
間
地
帯
で
し
た
。
そ
の
水

郷
田
園
の
輪
中
が
都
市
化
に
よ
り
輪
中
堤

を
取
り
壊
し
た
こ
と
も
、
被
害
が
拡
大
し

た
要
因
で
し
ょ
う
。

　

一
方
、
南
部
低
位
部
の
輪
之
内
町
の
福

束
輪
中
は
輪
中
堤
を
残
し
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
低
位
部
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
洪
水

を
防
止
し
て
被
害
を
ま
ぬ
が
れ
ま
し
た

（
写
真（
１
）
の
Ｗ
印
）。
こ
の
両
輪
中
の
対

照
的
な
状
態
を
当
時
の
マ
ス
コ
ミ
は“
明

暗
二
つ
を
分
け
た
輪
中
堤
”
と
か“
輪
中

は
生
き
て
い
た
”
と
報
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
両
者
の
明
暗
は
、
双
方
の
水
意
識

の
格
差
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
第
八
五
号
で
論
じ
る
こ
と

と
し
ま
す
。

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

① 

伊
藤
安
男

　
『
治
水
思
想
の
風
土
』

　

Ｐ
Ｐ
１
６
～
７
６　

古
今
書
院　

１
９
９
４

② 

伊
藤
安
男

　
「
輪
中
を
支
え
た
水
防
意
識
」

　

河
川
文
化
２
９
号　

２
０
０
５
年

    

伊
藤
安
男

　
「
輪
中
再
考
―
水
と
の
共
生
を
め
ぐ
っ
て
―
」　

　

河
川
６
７
８
号　

２
０
０
３
年

③ 

井
森
隆
平

　
「
濃
尾
輪
中
農
村
の
村
落
構
成
と
生
活
の
近
代
化
」

　

金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集

　

哲
学
史
学
編
１
号
、
２
号 

１
９
５
３
、１
９
５
４
年

④ 

川
本　

彰

　
「
輪
中
発
展
と
村
落
組
織
」

　

明
治
学
院
論
論
叢　

２　

１
９
６
５
年

⑤ 

伊
藤
安
男

　

花
園
大
学
名
誉
教
授　

文
学
博
士

⑥ 

伊
藤
安
男

　
『
変
容
す
る
輪
中
』

　

Ｐ
Ｐ
１
４
３
～
１
５
０ 

古
今
書
院 

１
９
９
６
年



研  

究

資  
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松
山
中
島
村
の
記
憶

海
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館　

水
谷 

容
子

海津市歴史民俗資料館　学芸員
海津市出身
椙山女学園大学文学部卒業
1993年海津町役場に入庁、歴史民俗資料館
に配属現在に至る

特別展「伊能忠敬 海津を歩く」（2006年）、特
別展「小牧・長久手の戦いと海津」（2010年）
などを企画・担当

水谷 容子 氏

松永邸内（名古屋市）にあった白山権現社　平成20年６月撮影
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明
治
の
木
曽
川
下
流
改
修
工
事
は
、
外

国
人
技
師
ら
が
も
た
ら
し
た
近
代
的
な

河
川
技
術
を
活
か
し
、
着
工
か
ら
二
五
年

と
い
う
長
い
年
月
を
費
や
し
て
完
了
し

ま
し
た
。
そ
の
成
果
は
、
拡
幅
さ
れ
た
河

川
と
人
工
的
な
直
線
堤
防
、
そ
し
て
何
よ

り
水
害
の
減
少
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

し
か
し
こ
の
大
規
模
な
国
家
事
業
は
、

一
方
で
住
民
に
多
大
な
負
担
を
強
い
て

い
ま
す
。
出
水
時
の
河
川
の
流
量
や
水
勢

を
抑
え
て
速
や
か
に
河
口
部
へ
流
す
た

め
、
木
曽
川
と
長
良
川
を
分
流
し
、
揖
斐

川
を
含
む
三
川
の
湾
曲
す
る
流
れ
を
直

線
化
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
揖
斐
川
沿
い
の
日ひ

げ
ま
る

下
丸
村
お
よ

び
木
曽
川
中
に
島
状
に
立
地
し
て
い
た

松ま
つ
や
ま
な
か
し
ま

山
中
島
村
の
二
つ
の
村
が
水
下
に
沈

ん
だ
の
で
す
。

　

本
稿
で
と
り
上
げ
る
松
山
中
島
村
の

村
民
た
ち
は
、
近
隣
の
町
村
や
愛
知
県
な

ど
へ
移
転
し
、
中
で
も
名
古
屋
市
へ
の
移

住
者
が
半
数
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ
の
概

略
に
つ
い
て
は
、「
松
山
中
島
村
の
消
息
」

（
瀬
古
尹ま

さ
ひ
ろ宏・『
海
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館

報
平
成
十
九
年
度
号
』
二
〇
〇
八
）
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

四
年
前
、
旧
松
山
中
島
村
出
身
者
の
子

孫
の
方
か
ら
、
関
係
資
料
の
整
理
に
つ
い

て
相
談
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
昨
年
八

月
、
別
の
方
か
ら
資
料
の
一
部
を
ご
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
現
在
で
は

地
元
住
民
に
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
松
山
中
島
村
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

一
．
白
山
権
現
社
本
殿
棟
札

　

一
七
六
〇（
宝ほ
う
れ
き暦

十
）年
を
最
古
と
し
て
、

一
九
九
六（
平
成
八
）
年
ま
で
の
十
二
枚

が
現
存
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
初
は
二
〇
～

二
五
年
ご
と
に
、
社
殿
の
改
築
や
葺
き
替

え
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
白
山
権
現
社
は
松
山
中
島
村
の
村
社

と
し
て
信
仰
さ
れ
て
お
り
、
全
村
移
転
に

際
し
て
、
代
々
宮
守
を
務
め
て
い
た
松
永

家
が
自
分
の
移
住
先
に
遷
し
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。

　

当
家
の
伝
承
で
は
、
一
八
九
二（
明
治

二
五
）
年
に
現
在
の
名
古
屋
市
に
移
る
に

あ
た
り
、
村
役
人
や
一
族
内
で
協
議
し
て

転
祀
が
決
定
し
ま
し
た
。
明
治
二
八
年
三

月
の
日
付
が
あ
る
棟
札
に
は
、

　

村
社
白
山
神
社　

神
官　
　

富
田　

蔀

奉
祀
者　

松
永
貞
助

元も
と
み
の
の
く
に

美
濃
國
海か
い

西さ
い
ぐ
ん郡
松ま
つ
や
ま
な
か
し
ま

山
中
嶌
村む
ら

鎮ち
ん

座ざ
め
い
じ
に
じ
ゅ
う
は
ち
ね
ん
さ
ん
が
つ
き
そ
が
わ
せ
ち

明
治
廿
八
年
三
月
木
曽
川
瀬
地

替が
え
の
さ
い
ど
う
そ
ん
ま
つ
な
が
さ
だ
す
け
ほ
う
じ
て
ほ
ん

ノ
際
同
村
松
永
貞
助
奉
シ
テ
本

村そ
ん
あ
ざ
き
た
ま
る
や
に
て
ん
し
た
て
ま
つ
る

字
北
丸
屋
ニ
轉
祀
奉
ル　
　
　

　

元
氏
子
惣
代　

松
永
茂
三
郎

　
　

黒
田
文
九
郎

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
以
後
百
十
年
余
り

に
わ
た
っ
て
、
松
永
家
が
維
持
し
て
き
ま

し
た
が
、
後
継
者
難
な
ど
か
ら
、
平
成

二
〇
年
に
社
殿
が
解
体
さ
れ
消
失
し
ま
し

た
。
付
随
し
て
置
か
れ
て
い
た
常
夜
燈
に

明治21年「木曽長良揖斐三大河水利分流改修計略全図」に加筆



『三鱗集』（部分）

白山神社常夜燈（海津市歴史民俗資料館庭園内） 明治28年白山神社棟札
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「
嘉か
え
い永
三
年
酉
九
月　

惣
氏
子
」
と
刻
ま
れ

て
お
り
、
十
二
枚
の
棟
札
と
と
も
に
海
津

市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

二
．
次
良
兵
衛
系
横
井
家

　

こ
の
地
方
の
横
井
姓
の
ル
ー
ツ
は
、
大

部
分
が
尾お

わ
り
の
く
に
か
い
さ
い
ぐ
ん
あ
か
め

張
国
海
西
郡
赤
目（
愛
知
県
愛

西
市
）
に
拠
っ
た
横
井

時と
き
な
が永

を
祖
と
す
る
赤
目

横
井
氏
に
さ
か
の
ぼ
り

ま
す
。
そ
の
後
織
田
・
豊

臣
・
徳
川
に
従
属
し
て

基
盤
を
固
め
、
赤
目
の

宗
家
を
筆
頭
と
す
る
通

称
横
井
五
家
が
台
頭
し
、

一
族
の
裾
野
は
拡
大
し

ま
し
た
。

　

松
山
中
島
村
に
居
住

し
た
横
井
次じ

ろ

べ

え

良
兵
衛
家

は
、
十
六
世
紀
末
頃
、

宗
家
赤
目
横
井
時と

き
の
ぶ延
の

甥
が
分
家
独
立
し
て
成

立
し
た
と
系
譜
に
あ
り

ま
す
。
こ
の
ほ
か
郷
士

で
あ
っ
た
横
井
時
勝
家

（
伴ば

ん
の
う
え
も
ん

之
右
衛
門
系
横
井

家
）
な
ど
が
松
山
中
島

村
に
あ
り
、
明
治
初
期

に
は
横
井
姓
を
名
乗
る

家
は
五
戸
あ
っ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。

　

松
山
中
島
村
は
は
じ

め
、
尾
張
側
の
高た

か
ば
た畑
村
と

地
続
き
で
し
た
が
、
徐
々
に
分
離
さ
れ
川

中
の
孤
島
と
な
り
ま
し
た
。
お
の
ず
と
生

活
も
美
濃
寄
り
と
な
り
、
秋あ

き
え江

・
大お

わ

だ
和
田
・

日ひ
わ
ら原（

い
ず
れ
も
現
在
の
海
津
市
海
津
町
）

な
ど
に
土
地
を
求
め
耕
作
を
す
る
村
民
も

い
た
よ
う
で
す
。

　

次
良
兵
衛
系
横
井
家
の
初
代
か
ら
八
代

彈だ
ん
う
え
も
ん

右
衛
門
ま
で
の
墓
は
、
宗
家
で
あ
る
赤

目
横
井
家
の
菩
提
寺
一い

っ
し
ん
じ

心
寺（
愛
西
市
赤

目
）
に
あ
り
ま
す
が
、
九
代
團だ

ん
う
え
も
ん

右
衛
門

以
降
十
三
代
伴ば

ん
ぞ
う蔵

ま
で
は
美
濃
高
須
の

円え
ん
し
ん
じ

心
寺（
現
海
津
市
海
津
町
）
に
葬
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
当
家
と
美
濃
と
の
結
び
つ

き
を
示
す
一
端
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

明
治
二
五
年
、
十
四
代
宮み

や
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
は
名
古

屋
市
へ
転
出
し
ま
し
た
。
宮
三
郎
六
十
歳
、

嫡
子
由よ

し
の
す
け

之
助
は
八
歳
で
し
た
。
こ
の
三
年

程
前
、
宮
三
郎
は
河
川
改
修
に
か
か
る
移

転
予
定
地
と
し
て
、
石
津
郡
上う

え
の
こ
う
ず

野
河
戸
村

（
現
海
津
市
南
濃
町
上
野
河
戸
）
に
土
地

を
購
入
し
、
引
越
し
の
計
画
を
進
め
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が「
名
古
屋
の
親
戚
等

に
誘
致
さ
れ
」（
※
後
述『
三

さ
ん
り
ん
し
ゅ
う

鱗
集
』
第
五

巻
に
よ
る
）、
移
転
先
を
名
古
屋
に
変
更

し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

宮
三
郎
を
含
む
村
民
の
過
半
数
が
移
転

先
に
名
古
屋
市
を
選
ん
だ
詳
し
い
事
情
は

明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
世
以
降
、

大
藩
尾
張
徳
川
氏
の
城
下
町
と
し
て
繁
栄

し
、
当
時
急
速
に
近
代
都
市
化
を
進
め
て

い
た
名
古
屋
市
に
は
、
移
住
者
を
受
け
容

れ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
当
家
に
残
さ
れ
た
史
料
に
よ
る

と
、
移
住
後
の
宮
三
郎
家
の
生
計
は
、
貸

地
な
ど
の
家
賃
収
入
で
成
り
立
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。

三
．『
三
鱗
集
』
の
刊
行

　

次
良
兵
衛
系
横
井
家
は
、
松
山
横
井
と

も
称
さ
れ
、
村
全
体
の
田
地
の

一
割
超
を
所
有
し
た
松
山
中

島
村
屈
指
の
素そ

ほ
う
か

封
家
で
し
た
。

十
五
代
由
之
助
は
六
男
三
女
の

長
男
と
し
て
当
家
を
継
ぎ
、
早

世
し
た
五
男
を
除
く
弟
妹
も
そ

れ
ぞ
れ
独
立
し
て
い
き
ま
し

た
。

　

一
九
四
六（
昭
和
二
一
）
年

十
二
月
、
二
男
宮
吉
・
三
男
豊

治
郎
・
四
男
善
治
郎
が
兄
弟
句

集
と
し
て
発
刊
し
た
の
が『
三

鱗
集
』（
全
六
九
巻
）
で
す
。

翌
年
七
月
刊
行
の
第
二
巻
で

は
、
三
人
の
俳
句
に
加
え
て
、

由
之
助
が
父
母
の
思
い
出
や
敗



15代横井由之助が描いた松山中島村略図（『三鱗集』第３巻所収）より作図
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⑮
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（
昭
和
四
十
一
年
横
井
由
之
助
が
仮
編
集
し
た
横
井
系
譜
よ
り
作
成
）

10

研
究
資
料 

戦
後
の
所
感
を
寄
稿
し
て
い
ま
す
。
以
後

数
十
巻
に
わ
た
り
、
改
修
工
事
に
ま
つ
わ

る
記
録
や
松
山
中
島
村
時
代
の
様
子
、
家

伝
等
が
由
之
助
の
記
憶
の
ま
ま
に
綴
ら
れ

ま
し
た
。
一
族
の
記
念
誌
と
し
て
は
も
ち

ろ
ん
、
当
時
を
知
る
極
め
て
貴
重
な
資
料

群
と
い
え
ま
す
。

四
．
現
在
、
そ
し
て
今
後

　

現
当
主（
昭
和
二
三
年
生
ま
れ
）
は
宮
三

郎
の
曽
孫
に
あ
た
り
、
由
之
助
の
養
女
と

な
り
、
跡
を
継
ぎ
ま
し
た
。
幼
い
頃
よ
り

由
之
助
に
連
れ
ら
れ
て
、
一
心
寺
・
円
心

寺
な
ど
当
家
ゆ
か
り
の
地
を
訪
れ
た
そ
う

で
す
。

そ
の
ほ
か
、

・
高
須
円
心
寺
の
銀
杏
は
、
宮
三
郎
の
父

伴
蔵
が
松
山
中
島
村
よ
り
移
植
し
た
。

・
名
古
屋
の
自
宅
地
内
に
は
宮
三
郎
が

祀
っ
た
地
蔵
が
あ
る
が
、
不
思
議
と
円
心

寺
の
も
の
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

・
江
戸
時
代
に
は
津
田
氏
（
尾
張
藩
士
と

思
わ
れ
る
）
に
仕
え
て
い
た
ら
し
い
。

・
名
古
屋
の
自
宅
が
二
度
空
襲
に
遭
い
、

過
去
帳
と
文
書
資
料
の
一
部
を
残
し
て
、

伝
来
の
武
具
な
ど
は
全
て
失
わ
れ
た
。

・
平
成
二
二
年
一
月
、
長ち

ょ
う
き
ゅ
う
じ

久
寺
（
愛
西
市

高
畑
）
に
お
い
て
「
松
山
中
島
村
民
祖
先

之
墓
」
の
碑
を
改
修
し
、
追
善
供
養
が
行

わ
れ
た
。

・
平
成
二
三
年
四
月
、
一
心
寺
に
お
い

て
、
初
代
（
直ち

ょ
く
に
ゅ
う
ぜ
ん
し
し
ん
し

入
善
指
信
士
）
の
四
百
年

遠
忌
を
施
し
た
。

な
ど
の
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
か
つ
て
は
前
出
の
松
永

家
に
祀
ら
れ
て
い
た
白
山
権
現
社
へ
も
、

折
々
に
参
詣
し
て
い
た
と
い
い
、
移
住
し

た
旧
村
民
の
子
孫
同
士
が
な
お
繋
が
り
を

保
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

松
山
中
島
村
が
消
失
し
て
一
世
紀
以
上

が
経
過
し
ま
し
た
。
年
月
を
経
る
ご
と
に

当
時
の
記
録
や
伝
承
は
失
わ
れ
、
い
ず
れ

個
人
の
記
憶
か
ら
も
消
え
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
今
回
の
二
件
の
ケ
ー
ス
は
、
わ
ず

か
で
は
あ
り
ま
す
が
辛
う
じ
て
資
料
の
消

失
や
散
逸
を
免
れ
た
例
と
い
え
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
場
面
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き

た
時
、
一
次
資
料
の
保
存
と
実
体
の
な
い

記
憶
の
継
承
な
ど
、
地
域
の
歴
史
に
携
わ

る
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
を
改
め
て

痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
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表紙写真
上
「三宅八幡神社」
　水にまつわる民話（裏表紙）に出てくる八幡神社は、国
道21号三宅ＩＣを降りて北に少し走った住宅地にひっそ
りとたたずんでいます。大きな亀が棲んでいた池がどの
辺りにあったのかを知る手がかりも残っていません。

中
「野中村水除堤」
　野中交差点から南に向かうと右手に大きな屋敷が目に
とまります。この屋敷の東側が野中村境に築かれた堤防
の一部で、現在残っているのはここだけです。昭和一〇
年の地図では長く延びた堤防が確認できますが、土地改
良事業によってほとんどがとり壊されました。

下
「境川」
　岐南町の北辺にあたる八剣北地区を流れる境川。向
かって右手は岐阜市です。この付近の境川は両岸にマン
ションなどの住宅が立ち並び、かつて氾濫を繰り返し周
辺に大きな被害を出してきた河川の面影はありません。

夏
Vol.83

交通の要衝として
商工業が発展してきた岐南町

境川の氾濫被害と治水対策

地域変容と水意識の格差（一）

松山中島村の記憶
水谷 容子

輪中の水防意識　第一編 　歴史記録は、「輪中の水防意識」を2回
に渡って特集します。研究資料には、海津
歴史民俗資料館の水谷氏に「松山中島村
（旧愛知県海西郡）」について寄稿いただ
きました。
　なお、この資料は、創刊号からの全てが
KISSOホームページよりダウンロードで
きます。

　
大
昔
、ま
だ
木
曽
川
が
今
の
境
川

筋
を
流
れ
て
い
た
頃
、
三
宅
に
大
き

な
池
が
あ
り
ま
し
た
。

　
池
に
は
、
大
き
な
大
き
な
亀
が
住

ん
で
い
て
、池
の
主
さ
ま
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。村
の
子
供
た
ち
は
、
池
に

集
ま
っ
て
大
き
な
亀
と
いっ
し
ょ
に
遊

ん
で
い
ま
し
た
。

　
そ
の
こ
ろ
の
木
曽
川
は
、
大
雨
が

降
る
た
び
に
氾
濫
し
て
、
家
や
田
畑

を
押
し
流
す
の
で
、
村
の
人
々
は
大

変
困
っ
て
い
ま
し
た
。あ
る
年
の
夏
は

雨
が
続
き
、
や
が
て
大
雨
と
な
っ
て
、

村
は
い
ま
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
大
洪
水
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。

　
人
々
は
水
に
浸
か
っ
た
田
畑
の
前

で
、
洪
水
か
ら
村
を
守
る
た
め
に
何

が
で
き
る
か
相
談
し
て
、
池
の
主
さ
ま
を
祀
っ
て
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。池
の
ほ
と
り
に
お
宮
を
建
て
て
毎
日
熱
心
に
お
祈
り
し
た
と
こ
ろ
、

洪
水
も
少
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
喜
ん
だ
村
人
は
、
そ
れ
か
ら
お
宮
の
辺
り
を「
亀
の
宮
」と
名
付
け
て
主

さ
ま
を
敬
い
ま
し
た
。

　
そ
の
お
宮
は
、
一五
八
八（
天
正
一六
）年
に
建
立
さ
れ
た
と
伝
わ
る
三
宅

八
幡
神
社
で
す
。大
亀
の
住
ん
で
い
た
と
い
う
池
は
、
い
つ
し
か
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、今
で
も
亀
の
宮
の
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。

亀

　の
　宮

　（岐
南
町
三
宅
）
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