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長
島
一
向
一
揆
の
興
亡

地
域
の
歴
史

寺
内
町
長
島
の
形
成

親し
ん

鸞ら
ん

を
開
祖
と
す
る
浄
土
真
宗
の
中

で
も
、
本
願
寺
は
親
鸞
の
法
脈
と
血
脈

を
伝
え
る
者
が
宗
主
を
代
々
継
承
し
て

き
ま
し
た
。
八
代
宗
主
・
蓮れ
ん

如に
ょ

は
、
応

仁
の
乱
な
ど
戦
乱
が
続
く
中
、
積
極
的

な
布
教
に
よ
っ
て
各
地
に
門
徒
を
増
や

し
ま
し
た
。
大
坂
の
石
山
に
拠
っ
た
本

願
寺
は
、
武
力
を
持
つ
領
主
の
介
入
を

排
除
す
る
「
守
護
不
入
の
権
」、「
徳
政

令
を
免
除
で
き
る
特
権
」、「
諸
役
免
除

の
特
権
」
な
ど
を
獲
得
し
て
寺
内
町
を

形
成
し
、
自
治
都
市
と
し
て
繁
栄
を
き

わ
め
ま
し
た
。

本
願
寺
が
得
た
寺
内
町
の
特
権
は
、

各
地
の
末
寺
に
も
適
用
さ
れ
、
寺
を
中

心
と
し
た
経
済
特
区
が
形
成
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
範
囲
は
畿
内
か
ら
尾
張
・
美

濃
・
近
江
・
伊
勢
な
ど
に
及
び
、
舟
運

を
中
心
と
し
た
物
流
の
要
地
が
多
く
、

運
送
や
商
工
業
が
発
達
し
貨
幣
経
済
が

浸
透
す
る
先
進
地
域
で
し
た
。
門
徒
に

は
、
馬ば

借
し
ゃ
く

・
船
乗
り
な
ど
運
送
に
携
わ

る
者
や
、
漁
師
・
商
工
業
者
な
ど
が
多

く
帰
依
し
て
い
ま
し
た
。

長
島
は
そ
の
代
表
的
な
地
域
で
、
願

証
寺
を
中
心
に
数
十
の
寺
院
・
道
場
が

存
在
し
、
門
徒
に
在
地
領
主
を
取
り
込

み
、
地
域
を
完
全
に
支
配
し
、
周
囲
に

砦
を
築
い
て
武
装
化
し
て
い
き
ま
し

た
。
当
時
の
長
島
は
、
後
の
長
島
輪
中

上
か
み
の

郷さ
と

辺
り
の
木
曽
三
川
河
口
部
で
、
乱

流
す
る
河
川
の
間
に
砂
州
を
開
発
し
た

大
小
の
島
々
が
散
在
し
て
い
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
し
か
し
、
木
曽
三
川
流
域
の

産
物
が
舟
運
に
よ
っ
て
集
積
す
る
と
と

も
に
、
桑
名
湊
と
津
島
湊
の
中
間
に

あ
っ
て
海
運
の
接
続
地
で
も
あ
り
、
経

済
的
に
重
要
な
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
経
済
力
が
寺
の
も
つ
特
権
と

結
び
つ
く
こ
と
で
、
大
名
に
匹
敵
す
る

強
大
な
組
織
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

織
田
信
長
と
の
対
立

永え
い

禄ろ
く

九
（
一
五
六
七
）
年
、
美
濃
の

稲
葉
山
城
（
後
の
岐
阜
城
）
を
攻
略
し

た
織
田
信
長
は
、
上
洛
の
た
め
に
伊
勢

の
平
定
を
目
指
し
ま
し
た
。
当
時
の
伊

勢
は
南
五
郡
を
北
畠
氏
が
領
し
、
北
伊

勢
八
郡
は
多
く
の
領
主
が
割
拠
し
て
い

ま
し
た
。
信
長
は
、
永
禄
一
〇
（
一
五

六
八
）
年
か
ら
一
二
年
に
か
け
て
三
回

の
伊
勢
侵
攻
を
行
い
、
支
配
下
に
治
め

ま
し
た
。
伊
勢
侵
攻
に
あ
た
っ
て
、
信

長
は
長
島
に
は
兵
を
入
れ
ず
、
衝
突
を

避
け
て
い
ま
す
。

信
長
が
長
島
を
攻
め
な
か
っ
た
の

は
、
背
後
に
あ
る
本
願
寺
と
全
面
対
決

す
る
に
は
時
期
尚
早
で
あ
る
こ
と
、
長

島
が
河
口
に
浮
か
ぶ
大
小
の
島
で
あ
る

こ
と
か
ら
攻
略
に
は
多
く
の
舟
と
操
船

技
術
に
長
け
た
兵
員
が
必
要
と
な
り
ま

す
が
、
当
時
の
信
長
に
そ
の
用
意
が
な

か
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

永
禄
一
一
（
一
五
六
八
）
年
、
上
洛

し
た
信
長
は
、
本
願
寺
に
「
矢や

銭せ
ん

」
と

云
わ
れ
る
軍
用
金
五
千
貫
（
米
一
万
石

相
当
）
を
要
求
し
、
本
願
寺
は
こ
れ
を

支
払
っ
て
信
長
と
の
関
係
を
穏
便
に
す

ま
そ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

後
も
信
長
が
本
願
寺
に
圧
力
を
か
け
続

け
た
の
で
、
本
願
寺
側
も
、
三
好
三
人

衆
や
浅
井
・
朝
倉
氏
な
ど
と
連
携
を
図

り
、
反
信
長
勢
力
の
一
翼
を
担
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

元げ
ん

亀き

元
（
一
五
七
〇
）
年
、
三
好
三

人
衆
と
交
戦
中
の
信
長
軍
を
本
願
寺
門

徒
勢
が
攻
撃
し
ま
し
た
。
一
〇
年
に
わ

た
る
石
山
合
戦
の
始
ま
り
で
し
た
。

信
長
の
長
島
侵
攻

信
長
と
の
戦
端
を
開
い
た
本
願
寺

1

天
下
統
一
を
目
論
む
織
田
信
長
に
と
っ
て
、
石
山
本
願
寺
と

そ
の
末
寺
の
勢
力
は
大
き
な
障
害
と
な
り
ま
し
た
。
中
で
も
長

島
町
は
、
木
曽
三
川
河
口
部
の
願が
ん

証
し
ょ
う

寺じ

（
長
島
町
杉
江
）
を
中

心
に
寺じ

内な
い

町
ち
ょ
う

と
し
て
発
展
し
、
美
濃
・
尾
張
を
脅
か
す
存
在
と

し
て
、
激
し
い
戦
争
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。

天正二年一向宗一揆

織田信長公長島攻図

（「長島町史　上巻」より作図）
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地
域
の
歴
史

は
、
全
国
各
地
の
門
徒
衆
に
檄げ
き

文ぶ
ん

を
送

り
、
大
坂
へ
の
参
集
や
各
地
で
の
蜂
起

を
促
し
ま
す
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
願
証

寺
に
続
々
と
門
徒
が
集
ま
り
、
願
証
寺

証
し
ょ
う

意い

を
盟
主
と
し
て
一
揆
を
起
こ
し
、

元
亀
元
（
一
五
七
〇
）
年
一
一
月
、
集

ま
っ
た
門
徒
た
ち
は
、
川
に
沿
っ
て
島

状
に
自
然
微
高
地
が
発
達
し
た
木
曽
川

を
渡
っ
て
小こ

木き

江え

城
じ
ょ
う

砦さ
い

（
愛
西
市
立
田

町
森
川
）
に
押
し
寄
せ
、
信
長
の
弟
・

信の
ぶ

興お
き

を
自
害
に
追
い
込
み
ま
し
た
。

願
証
寺
方
は
、
杉
江
の
長
島
城
を
本

拠
に
四
方
に
一
六
の
砦
を
築
い
て
防
御

を
固
め
ま
し
た
。
特
に
堅
固
な
砦
は
五

端
城
と
呼
ば
れ
、
伊
勢
湾
・
桑
名
方
面

に
大
島
・
中
江
・
屋
長
島
の
三
砦
、
美

濃
方
面
に
大
鳥
居
、
尾
張
方
面
に
は
篠

橋
に
砦
を
置
き
、
周
囲
の
砦
と
連
携
し

て
防
御
線
と
し
ま
し
た
。

一
方
、
元
亀
元
（
一
五
七
〇
）
年
か

ら
元
亀
三
（
一
五
七
二
）
年
に
か
け
て

の
信
長
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
本
願
寺
・

浅
井
・
朝
倉
・
六
角
・
比
叡
山
な
ど
と

畿
内
・
近
江
で
戦
い
な
が
ら
、
甲
斐
の

武
田
信
玄
の
侵
攻
に
も
備
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
厳
し
い
戦
況
に
あ
り
ま
し

た
。
こ
う
し
た
苦
況
の
中
で
も
、
尾
張
・

美
濃
を
脅
か
す
長
島
一
向
一
揆
の
平
定

は
重
要
な
懸
案
で
、
信
長
は
大
軍
を

も
っ
て
長
島
に
侵
攻
し
ま
し
た
。

元
亀
二
（
一
五
七
一
）
年
五
月
、
五

万
の
織
田
軍
は
三
方
面
か
ら
長
島
に
侵

攻
し
ま
し
た
。
織
田
軍
本
隊
兵
二
万
は

津
島
か
ら
南
下
、
中
筋
口
（
木
曽
川
筋
）

か
ら
一
万
が
木
曽
川
沿
い
を
南
下
、
川

西
（
揖
斐
川
右
岸
）
で
は
二
万
が
太
田

口
か
ら
多
度
に
侵
入
、
こ
れ
を
迎
え
討

つ
一
揆
勢
は
約
七
万
人
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

織
田
軍
は
津
島
か
ら
佐
屋
方
面
、
中

筋
口
か
ら
立
田
・
松
ノ
木
方
面
を
攻
め

た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
攻
防
に
つ

い
て
の
史
料
は
少
な
く
戦
況
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
僅
か
な
史
料
に
、「
雨

天
続
き
で
川
の
水み
ず

嵩か
さ

が
高
く
、
一
揆
勢

の
水
練
に
長
け
た
兵
が
兵
船
の
碇
い
か
り

綱づ
な

を

切
っ
て
船
を
流
し
た
。」
と
記
述
が
あ

り
、
織
田
軍
は
不
慣
れ
な
水
上
の
戦
い

に
そ
う
と
う
苦
戦
し
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
ま
た
織
田
軍
の
戦
死
者
は
溺
死

が
多
か
っ
た
と
の
伝
承
も
あ
る
の
で
、

地
形
に
明
る
い
一
揆
勢
は
増
水
し
た
川

を
巧
み
に
利
用
し
て
戦
っ
た
よ
う
で

す
。一

方
、
太
田
口
か
ら
多
度
に
向
か
っ

た
軍
勢
は
、
多
度
大
社
・
神
宮
寺
・
宝

雲
寺
を
焼
き
、
大
鳥
居
砦
に
迫
り
ま
し

た
が
、
肱ひ
じ

江え

川が
わ

を
挟
ん
だ
戦
い
に
敗
れ
、

濃
州
街
道
を
太
田
口
に
向
か
っ
て
敗
走

し
ま
し
た
。
川
と
山
地
に
挟
ま
れ
た
狭

い
濃
州
街
道
を
通
る
織
田
軍
に
対
し

て
、
一
揆
勢
は
山
側
と
川
側
か
ら
追
い

打
ち
を
か
け
、
織
田
軍
の
武
将
氏う
じ

家い
え

卜ぼ
く

全ぜ
ん

ほ
か
を
打
ち
取
り
、
大
き
な
打
撃
を

与
え
ま
し
た
。
こ
う
し
て
一
回
目
の
長

島
攻
め
は
、
織
田
軍
が
わ
ず
か
数
日
で

多
く
の
手
勢
を
失
っ
て
撤
退
す
る
結
果

と
な
り
ま
し
た
。

日
本
史
上
最
大
の
大
量
殺
戮

長
島
で
敗
れ
た
信
長
は
、
そ
の
後
も

本
願
寺
を
中
心
と
し
た
信
長
包
囲
網
に

悩
ま
さ
れ
、
元
亀
三
（
一
五
七
二
）
年

一
二
月
に
は
三
方
ヶ
原
で
徳
川
と
の
同

盟
軍
が
、
武
田
信
玄
に
大
敗
す
る
苦
況

に
た
た
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
天て
ん

正
し
ょ
う

元
（
一
五
七
三
）
年
四
月
に
信
玄
が
病

に
倒
れ
る
と
状
況
は
一
変
し
、
八
月
に

浅
井
・
朝
倉
を
滅
ぼ
し
、
本
願
寺
勢
力

を
孤
立
さ
せ
ま
し
た
。

信
長
は
こ
の
機
を
逃
さ
ず
、
九
月
に

二
回
目
の
長
島
攻
め
に
乗
り
出
し
、
六

万
の
軍
勢
で
ま
ず
防
御
線
と
な
っ
て
い

る
北
勢
地
方
の
制
圧
に
か
か
り
ま
し

た
。
多
く
の
城
じ
ょ
う

砦さ
い

を
ひ
と
つ
ず
つ
落
と

し
て
い
く
戦
い
は
、
激
し
い
抵
抗
に
あ

い
な
が
ら
約
一
ヶ
月
を
か
け
て
北
勢
を

ほ
ぼ
平
定
し
ま
し
た
。

そ
の
頃
、
畿
内
で
反
信
長
の
動
き
が

あ
っ
た
の
で
、
信
長
は
滝た
き

川が
わ

一か
ず

益ま
す

ら
を

抑
え
に
残
し
て
撤
退
し
ま
し
た
。
こ
の

帰
路
で
も
一
揆
勢
は
道
中
を
待
ち
伏
せ

し
て
、
織
田
軍
に
大
き
な
打
撃
を
与
え

ま
し
た
。

天
正
二
（
一
五
七
四
）
年
七
月
、
信

長
は
七
万
の
軍
勢
で
再
度
長
島
攻
略
を

開
始
し
、
佐
屋
か
ら
二
万
、
早
尾
か
ら

三
万
、
香
取
か
ら
二
万
が
攻
め
入
り
ま

し
た
。
信
長
は
こ
の
戦
い
で
は
、
こ
れ

ま
で
の
敗
戦
を
踏
ま
え
、
十
分
な
用
意

を
し
て
い
ま
し
た
。
一
揆
勢
の
地
の
利

を
活
か
し
た
ゲ
リ
ラ
戦
法
に
は
、
柔
軟

な
用
兵
と
大
量
の
鉄
砲
で
圧
倒
し
、
最

も
苦
戦
し
た
水
上
の
戦
闘
で
も
、
安あ

宅た
か

船ぶ
ね

と
呼
ば
れ
る
大
型
船
を
含
む
六
〇
〇

艘
余
り
の
船
団
で
一
揆
勢
の
小
舟
を
蹴

散
ら
し
ま
し
た
。
制
海
権
を
確
保
し
た

織
田
軍
は
伊
勢
湾
か
ら
の
補
給
を
絶
っ

て
兵
糧
攻
め
を
行
い
、
一
ヶ
月
経
過
す

る
頃
に
は
餓
死
者
が
半
数
に
及
ん
だ
と

云
わ
れ
て
い
ま
す
。

逃
げ
場
を
失
っ
た
一
揆
勢
の
城
砦
を

取
り
囲
ん
だ
織
田
軍
は
、
徹
底
し
た
殲せ
ん

滅め
つ

戦せ
ん

を
展
開
し
ま
す
。「
長
島
に
属
す

る
も
の
は
一
木
一
草
と
て
形
を
と
ど
め

て
は
な
ら
ぬ
。」
と
の
命
令
に
よ
っ
て
、

降
伏
や
退
去
を
許
さ
ず
、
城
砦
か
ら
逃

げ
出
す
者
は
待
ち
伏
せ
て
容
赦
な
く
討

ち
取
り
、
城
内
に
籠
る
者
は
女
子
供
ま

で
残
ら
ず
殺
害
し
ま
し
た
。

糧
食
を
断
た
れ
て
も
な
お
二
ヶ
月
余

も
頑
強
に
抵
抗
す
る
長
島
城
攻
め
で

は
、
和
平
を
偽
っ
て
一
揆
勢
を
城
内
か

ら
誘
い
だ
し
て
皆
殺
し
に
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
知
っ
た
屋
長
島
・
中
江
砦
は
固

く
門
を
閉
じ
城
に
籠
り
ま
し
た
が
、
信

長
軍
は
周
囲
に
火
を
放
ち
焼
き
討
ち
に

し
ま
し
た
。

こ
の
戦
い
の
一
揆
勢
の
死
者
は
二
万

人
と
云
わ
れ
て
お
り
、
日
本
史
上
最
も

凄
惨
な
大
量
虐
殺
で
し
た
。
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長
島
輪
中
の
成
り
立
ち

地
域
の
治
水
・
利
水
施
設

長
島
輪
中
の
概
要

旧
長
島
町
の
行
政
区
画
と
ほ
ぼ
同
一

の
地
域
で
あ
る
長
島
輪
中
は
、
木
曽
・

長
良
・
揖
斐
の
三
川
河
口
に
、
上
流
か

ら
運
ば
れ
て
き
た
土
砂
が
溜
ま
っ
て
多

数
の
島
と
な
っ
て
い
た
砂
州
に
、
人
が

移
り
住
ん
で
開
発
し
て
い
っ
た
の
が
始

ま
り
で
す
。
砂
州
の
開
発
が
進
む
と
、

や
が
て
海
を
干
拓
し
て
南
に
拡
大
し
て

い
き
ま
し
た
。

長
島
輪
中
は
、
明
治
改
修
以
前
は
高

位
部
の
長
島
輪
中
と
、
そ
の
南
に
鰻
う
な
ぎ

江え

川
を
隔
て
た
葭
ケ
須
輪
中
、
さ
ら
に
南

に
青あ
お

鷺さ
ぎ

川
を
挟
ん
だ
横
満
蔵
輪
中
の
三

つ
の
輪
中
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
長

島
輪
中
の
範
囲
を
混
同
し
な
い
た
め
本

稿
で
は
便
宜
上
、
明
治
改
修
以
前
の
長

島
輪
中
を
旧
長
島
輪
中
と
表
記
し
ま

す
。
開
発
は
旧
長
島
輪
中
、
葭
ケ
須
輪

中
そ
し
て
横
満
蔵
輪
中
の
順
に
行
わ
れ

ま
し
た
。

長
島
輪
中
の
開
発

旧
長
島
輪
中
は
、
高
位
部
を
上か
み

郷ご
う

、

低
位
部
を
下し
も

郷ご
う

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

上
郷
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時

代
に
か
け
て
の
史
料
に
坂さ
か

手て

・
杉す
ぎ

江え

・

松ま
つ

ノの

木き

・
新し
ん

所し
ょ

・
西に
し

川か
わ

な
ど
の
地
名
が

見
ら
れ
る
地
域
で
、
一
部
を
除
い
て
鎌

倉
時
代
に
は
開
発
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
下
郷
の
半
分
も
中
世
末
期
に
は

開
発
が
終
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
地

域
は
七
つ
の
島
に
分
か
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
を
七
曲く
る

輪わ

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

曲
輪
と
い
っ
て
も
集
落
・
農
地
を
包
括

し
た
連
続
堤
（
懸か
け

廻
ま
わ
し

堤
）
で
囲
ま
れ
て

は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
元げ
ん

和な

九

（
一
六
二
三
）
年
、
当
時
長
島

を
領
有
し
て
い
た
桑
名
藩
主
松

平
定さ
だ

勝か
つ

が
七
曲
輪
を
統
合
し
て

連
続
堤
を
築
い
た
の
が
、
最
初

の
輪
中
形
成
で
し
た
。

こ
う
し
て
輪
中
が
形
成
さ
れ

る
と
、
か
つ
て
河
川
敷
で
あ
っ

た
土
地
が
新
田
と
し
て
開
発
さ

れ
、
さ
ら
に
下
郷
の
干
拓
も
進

め
ら
れ
て
、
長
島
輪
中
は
拡
大

し
て
い
き
ま
し
た
。
一
七
世
紀
前
半
に

は
（
旧
）
長
島
輪
中
の
輪
郭
が
ほ
ぼ
完

成
し
ま
し
た
。
慶け
い

長
ち
ょ
う

六
（
一
六
一
一
）

年
、
菅
沼
定さ
だ

仍よ
り

が
長
島
藩
主
に
封
ぜ
ら

れ
た
時
の
長
島
は
石
高
七
千
石
で
し
た

が
、
慶け
い

安あ
ん

二
（
一
六
四
九
）
年
に
松
平

良よ
し

尚ひ
さ

が
長
島
藩
主
と
し
て
入
封
し
た
時

に
は
、
開
発
さ
れ
た
新
田
が
本
高
に
繰

り
入
れ
ら
れ
て
一
万
石
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。

葭
ケ
須
輪
中
の
開
発

長
島
輪
中
の
南
に
鰻
江
川
を
挟
ん
で

干
拓
さ
れ
た
葭
ケ
須
輪
中
は
、
開
発
時

に
は
幕
府
直
轄
領
で
笠
松
代
官
所
支
配

で
し
た
が
、
一
部
が
一
時
的
に
長
島
藩

3

長
島
輪
中
は
、高
位
部
（
北
方
）
か
ら
開
発
（
農
地
開
発
）
が
始
ま
り
、

江
戸
時
代
末
期
に
は
長
島
・
葭よ
し

ケが

須す

・
横よ
こ

満ま

蔵く
ら

の
三
つ
の
輪
中
（
三

輪
中
）
に
ま
と
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
三
輪
中
は
、
木
曽
川
下
流
改
修

工
事
（
明
治
改
修
）
に
よ
っ
て
一
つ
に
な
り
、
現
在
の
長
島
輪
中
と

な
り
ま
し
た
。

第１次長島輪中の村々（江間政発「桑名郡志」付図より作図）

葭ヶ須曲輪略図

（江間政発「桑名郡志」付図より作図）
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地
域
の
治
水
・
利
水
施
設

領
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
旧
長
島
輪
中
が
完
成
す
る
少
し
前

の
寛か
ん

永え
い

一
六
（
一
六
三
九
）
年
に
は
最

上
位
部
の
鎌か
ま

ヶが
ん

地じ

新
田
が
開
発
さ
れ
、

以
後
一
七
世
紀
末
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
の

新
田
が
完
成
し
ま
し
た
が
、
宝ほ
う

永え
い

四

（
一
七
〇
七
）
年
一
〇
月
四
日
の
宝
永

地
震
、
翌
年
の
大
風
高
波
に
よ
る
入
水

で
壊
滅
的
な
被
害
が
出
た
よ
う
で
す
。

こ
の
輪
中
が
幕
府
直
轄
領
で
あ
っ
た
た

め
、
幕
府
は
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年

に
酒
井
雅う

楽た

頭
の
か
み

・
黒
田
豊ぶ

前ぜ
ん

守
の
か
み

・
細
川

熊く
ま

治じ

郎ろ
う

に
御
手
伝
普
請
を
命
じ
、
加か

路ろ

戸と

輪
中
・
見け
ん

入
に
ゅ
う

輪
中
な
ど
と
と
も
に
、

こ
の
地
域
一
帯

の
復
旧
を
行
い

ま
し
た
。
こ
の

工
事
に
よ
り
葭

ケ
須
輪
中
の
形

態
が
整
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
翌

正
し
ょ
う

徳と
く

元
（
一
七

一
一
）
年
九
月

一
六
日
の
大
風

高
波
に
よ
っ
て

堤
防
が
決
壊
し
て
多
く
の
耕
地
が
亡ぼ
う

所し
ょ

と
な
り
、
農
民
は
苦
境
に
た
た
さ
れ
ま

し
た
。
笠
松
代
官
所
に
堤
防
の
再
築
を

再
三
願
い
で
ま
し
た
が
許
可
が
無
く
、

江
戸
勘
定
奉
行
に
も
嘆
願
し
ま
し
た
が

財
政
難
を
理
由
に
取
り
上
げ
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
享
き
ょ
う

保ほ
う

一

〇
（
一
七
二
五
）
年
、
福
井
・
豊
松
新

田
の
十
六
名
が
連
判
盟
約
し
て
、
老
中

の
伊
勢
参
拝
の
帰
路
を
待
ち
う
け
直
訴

を
行
な
い
ま
し
た
。
こ
の
願
い
出
は
幕

府
に
よ
っ
て
許
さ
れ
ま
し
た
が
、
財
政

難
で
工
事
費
は
拠
出
さ
れ
ず
、
農
民
は

近
在
の
富
豪
商
人
か
ら
資
金
を
調
達
し

て
享
保
一
二
（
一
七
二
七
）
年
か
ら
享

保
一
三
（
一
七
二
八
）
年
に
築
堤
工
事

を
行
い
ま
し
た
。
葭
ケ
須
輪
中
は
、
そ

の
後
も
度
々
水
害
を
受
け
て
は
再
開
発

を
繰
り
か
え
し
、
後
退
し
つ
つ
前
進
す

る
干
拓
輪
中
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
き

ま
し
た
。

横
満
蔵
輪
中
の
開
発

葭
ケ
須
輪
中
の
南
、
青
鷺
川
を
隔
て

た
横
満
蔵
輪
中
の
最
初
の
開
発
は
、
宝

暦
七
（
一
七
五
七
）
年
の
横
満
蔵
新
田

で
す
。
白は
っ

鶏け

新
田
は
、
文ぶ
ん

政せ
い

九
（
一
八

二
六
）
年
、
桑
名
藩
の
許
可
を
得
て
桑

名
船
場
町
の
佐
藤
孫
右
衛
門
が
も
と
も

と
亡
所
で
あ
っ
た
地
を
再
開
発
し
た
と

さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
以
前
の
記
録
は
あ

り
ま
せ
ん
。

文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
以
降
の
五

年
間
で
松ま
つ

蔭か
げ

新
田
な
ど
一
二
新
田
が
開

発
さ
れ
、
横
満
蔵
新
田
・
白
鶏
新
田
と

合
わ
せ
て
一
曲
輪
と
し
て
笠
松
代
官
の

検
地
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
ま
と
め
ら

れ
た
曲
輪
を
老
松
輪
中
と
称
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
天て
ん

保ぽ
う

六
（
一
八
三

五
）
年
・
安あ
ん

政せ
い

元
（
一
八
五
四
）
年
・

安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
に
洪
水
で
破

堤
し
、
そ
の
都
度
修
復
工
事
を
し
て
き

ま
し
た
が
、
万ま
ん

延え
ん

元
（
一
八
六
〇
）
年

の
高
波
に
よ
っ
て
破
堤
す
る
と
復
旧
出

来
ず
、
横
満
蔵
新
田
・
松
蔭
新
田
の
一

部
を
残
し
て
す
べ
て
亡
所
と
な
り
ま
し

た
。明

治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
か
ら
始

ま
っ
た
明
治
改
修
に
よ
っ
て
、
横
満
蔵

新
田
は
引
堤
で
面
積
が
半
減
し
ま
し
た

が
、
他
方
で
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）

年
に
木
曽
川
右
岸
に
強
固
な
導
流
堤
が

完
成
す
る
と
、
旧
老
松
輪
中
の
地
主
た

ち
は
共
同
で
新
し
い
松
蔭
・
白
鶏
新
田

を
開
発
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
新

し
い
新
田
も
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）

年
の
濃
尾
地
震
、
明
治
二
九
（
一
八
九

六
）
年
の
暴
風
雨
で
被
災
し
ま
し
た

が
、
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
の
復

旧
に
よ
り
一
応
安
定
し
ま
し
た
。

明
治
改
修
後
の
長
島
輪
中

木
曽
・
長
良
・
揖
斐
三
川
下
流
部
の

洪
水
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
三
川
の

完
全
分
流
を
行
う
明
治
改
修
が
、
明
治

二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
横
満
蔵
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
改
修
工
事
に

よ
っ
て
旧
長
島
輪
中
と
葭
ケ
須
輪
中
の

間
を
流
れ
て
い
た
鰻
江
川
と
、
葭
ケ
須

輪
中
と
横
満
蔵
輪
中
の
間
を
流
れ
て
い

た
青
鷺
川
が
、
明
治
三
八
（
一
九
〇

五
）
年
頃
に
締
め
切
ら
れ
、
三
輪
中
は

合
体
し
て
現
在
の
長
島
輪
中
が
形
成
さ

れ
ま
し
た
。
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献
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越
美
三
大
崩
れ
と
金
原
明
善

歴
史
記
録

平
成
二
六
（
二
〇
一
四
）
年
七
月
九

日
に
木
曽
郡
南
木
曽
町
読よ
み

書か
き

地
区
の
梨な

子し

沢ざ
わ

で
土
石
流
が
発
生
、
中
学
一
年
の

男
子
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
同

年
八
月
二
〇
日
に
は
広
島
市
北
部
地
域

で
土
石
流
が
発
生
、
死
者
七
四
人
、
負

傷
者
六
九
人
（
平
成
二
六
（
二
〇
一
四
）

年
一
二
月
二
六
日
現
在
）
の
大
惨
事
が

発
生
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
両
地
域
と
も
花
崗
岩
地
帯
で

あ
り
、
多
量
な
降
雨
に
よ
る
風
化
花
崗

岩
（
真ま

砂さ

土ど

）
崩
壊
が
原
因
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

梨
子
沢
で
は
八
〇
年
前
の
昭
和
九

（
一
九
三
四
）
年
六
月
に
も
土
石
流
が

発
生
し
て
お
り
、
南
木
曽
で
は
土
石
流

を
意
味
す
る
「
蛇じ
ゃ

抜ぬ
け

」
と
名
が
付
い
た

沢
が
七
箇
所
も
あ
り
ま
す
。

本
節
で
は
、
天
竜
川
の
治
水
工
事
に

関
わ
り
、
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
工
師
リ
ン

ド
ウ
か
ら
水
源
涵か
ん

養よ
う

林り
ん

の
必
要
性
、

デ
・
レ
イ
ケ
か
ら
砂
防
へ
の
植
林
の
重

要
性
を
説
か
れ
、
荒
廃
し
た
山
地
で
の

植
林
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
金
原
明
善

が
訪
れ
た
ナ
ン
ノ
谷
の
崩
壊
を
主
に
見

て
い
き
ま
す
。

一
．
は
じ
め
に

越
美
山
系
は
能の
う

郷ご

白は
く

山さ
ん

（
一
，六
一

七
ｍ
）
か
ら
冠か
ん
む

山り
や
ま

（
一
，二
五
七
ｍ
）

に
連
な
る
標
高
一
，二
〇
〇
ｍ
前
後
の

山
か
ら
成
り
、
揖
斐
川
と
九
頭
竜
川
の

分
水
嶺
で
す
。

な
お
越
美

と
は
、
越
前

と
美
濃
の
両

地
域
を
ま
と

め
た
呼
称
で

す
。こ

の
山
系

か
ら
流
れ
出

て
い
る
の
が

揖
斐
川
で
あ

り
、
本
流
は

右
支
川
の
坂

内
川
、
粕
川

や
左
支
川
の

根
尾
川
の
他

に
、
源
流
部

近
く
に
は
徳

山
白
谷
な
ど

の
支
渓
が
あ

り
、
ま
た
坂

内
川
と
の
合

流
部
が
横
山

ダ
ム
と
な
っ

て
い
ま
す
。

越
美
三
大

崩
れ
は
、①
濃
尾
地
震
発
生
か
ら
四
年

後
の
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
八
月

五
日
、
揖
斐
川
右
支
川
坂
内
川
上
流
の

右
岸
ナ
ン
ノ
谷
で
発
生
し
た
大
崩
壊
、

②
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
九
月
一

四
日
に
揖
斐
川
町
徳
山
で
発
生
し
た
徳

山
白
谷
の
大
崩
壊
、
③
そ
の
翌
日
の
一

五
日
に
発
生
し
た
根
尾
白
谷
の
大
崩
壊

で
す
。

二
．
ナ
ン
ノ
谷
の
大
崩
壊

明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
八
月
五

日
、
ナ
ン
ノ
谷
の
大
崩
壊
は
揖
斐
川
町

坂
内
川か
わ

上か
み

の
坂
内
川
右
岸
ナ
ン
ノ
坂
で

二
回
発
生
し
ま
し
た
。

一
回
目
は
八
月
五
日
午
後
三
時
頃
に

発
生
し
、
一
時
的
に
渓
流
を
堰
き
止
め

ま
し
た
が
、
ほ
ど
な
く
土
砂
は
流
出
し

ま
し
た
。
同
日
午
後
六
時
頃
に
発
生
し

た
二
回
目
は
、
崩
壊
土
砂
量
が
東
京

ド
ー
ム
の
約
一
．
二
倍
（1

5
3×
1
0
4

㎥
）、
坂
内
川
に
高
さ
三
八
か
ら
一
〇

九
ｍ
、
幅
一
〇
八
ｍ
の
巨
大
な
天
然
ダ

ム
が
出
現
し
ま
し
た
。

大
崩
壊
に
つ
い
て
『
岐
阜
県
災
異
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歴
史
記
録

誌
』
は
、
「
池

田
郡
川
上
（
現

揖
斐
郡
）
に
て

は
五
日
に
土
砂

押
出
し
て
、
渓

流
を
堰
ぎ
止
む

る
こ
と
六
日
余

り
に
し
て
、
一

大
潴ち
ょ

水す
い

を
な
せ

し
後
、
決
壊
せ

し
か
ば
、
同
村

お
よ
び
下
流
広

瀬
、
坂
本
等
に

家
屋
の
流
失
せ

し
も
の
二
三
戸

あ
り
。
そ
の
他

各
地
の
被
害
を

通
ず
れ
ば
、
被

害
町
村
六
一

八
、
堤
防
決
壊

二
三
，
〇
〇
〇

町
あ
り
。
揖
斐
、
本
巣
郡
に
て
は
、
農

作
物
皆
無
の
所
甚
だ
多
か
り
し
。」
と

記
し
て
い
ま
す
。

（
一
）
降

　雨

岐
阜
日
日
新
聞
に
よ
る
と
、「
七
月

一
七
日
の
豪
雨
以
降
、
二
一
日
か
ら
二

三
日
と
二
六
日
の
四
日
間
は
降
雨
が
無

か
っ
た
が
、
二
七
日
以
後
は
降
雨
甚
だ

し
く
ほ
と
ん
ど
昼
夜
連
続
し
、
二
八
日

午
後
一
〇
時
か
ら
二
九
日
ま
で
の
二
四

時
間
降
雨
量
は
一
〇
九
．
二
㎜
に
達

し
、
そ
の
後
な
お
強
雨
降
り
続
き
三
〇

日
午
後
一
〇
時
に
一
〇
九
．
八
㎜
の
大

雨
を
計
れ
り
。
こ
の
間
三
〇
日
午
前
六

時
〜
同
一
〇
時
ま
で
の
四
時
間
に
五
四

㎜
の
降
雨
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。

図
は
、
七
月
二
七
日
か
ら
八
月
一
三

日
ま
で
の
降
雨
量
と
累
加
降
雨
量
を
示

し
た
も
の
で
す
。

降
雨
分
布
図
よ
り
、
五
日
の
崩
壊
前

ま
で
に
累
積
降
雨
量
は
ほ
ぼ
七
四
〇
㎜

に
も
な
っ
て
お
り
、
こ
の
豪
雨
が
崩
壊

へ
の
誘
因
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

（
二
）
地

　質

越
美
山
系
一
帯
は
美
濃
帯
に
属
し
、

泥
質
混
在
岩
、
砂
岩
、
泥
岩
、
石
灰

岩
、
チ
ャ
ー
ト
等
の
堆
積
岩
類
か
ら
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。

ナ
ン
ノ
谷
の
地
質
は
、
低
標
高
部
か

ら
中
標
高
部
で
は
泥
岩
を
主
体
と
し
、

チ
ャ
ー
ト
、
砂
岩
、
緑
色
岩
が
ブ
ロ
ッ

ク
状
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
高
標
高
部

に
な
る
と
、
泥
岩
、
チ
ャ
ー
ト
の
分
布

は
見
ら
れ
な
く
な
り
、
露
頭
に
は
層
厚

の
緑
色
岩
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に

標
高
八
七
〇
ｍ
以
上
で
は
、
石
灰
岩
の

み
の
分
布
と
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
山
頂
部
の
固
い
岩
（
石
灰

岩
）
が
柔
い
岩
の
上
に
乗
っ
た
地
質
構

造
（
キ
ャ
ッ
プ
ロ
ッ
ク
構
造
）
を
な
し

て
お
り
、
上
部
の
石
灰
岩
は
雨
水
の
浸

透
や
貯
留
場
所
と
な
っ
て
基
盤
岩
中
に

浸
透
し
、
大
規
模
崩
壊
の
原
因
と
な
り

ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
崩
壊
は
四
年
前
に
発
生

し
た
濃
尾
地
震
に
よ
っ
て
地
盤
が
緩
ん

で
い
た
と
こ
ろ
に
集
中
豪
雨
が
あ
り
、

キ
ャ
ッ
プ
ロ
ッ
ク
構
造
の
谷
が
崩
壊
し

た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
ナ
ン
ノ
谷
の
渓
流
を
堰
き
止
め
た

天
然
ダ
ム
の
決
壊
に
よ
っ
て
、
下
流
の

集
落
で
は
死
者
四
人
（
男
三
人
・
女
一

人
）、
流
失
家
屋
二
三
戸
等
の
被
害
が

発
生
し
ま
し
た
。

三
．
金
原
明
善
の
揖
斐
川
上
流
域
調
査

崩
壊
か
ら
二
年
後
の
明
治
三
〇
（
一

八
九
七
）
年
七
月
、
岐
阜
県
知
事
・
湯

本
義よ
し

憲の
り

は
、

旧
知
で
治
山

治
水
の
実
践

者
・
金
原
明

善
に
、
揖
斐

川
源
流
部
の

現
地
調
査
と

今
後
の
対
策

の
検
討
を
依

頼

し

ま

し

た
。明

善
は
こ

の
依
頼
を
受

け
、
岐
阜
県

会
議
員
・
金

森
吉
次
郎
や

山
田
省
三
郎

を
含
む
一
〇

数
名
の
明
善

調
査
団
を
結

成
し
、
大
垣

町
廓
の
好
美

館
写
真
師
を

同
行
し
て
七

月
八
日
か
ら

一
七
日
に
か

け
、
大
垣
輪
中
の
堤
防
巡
視
を
皮
切
り

に
、
ナ
ン
ノ
谷
崩
壊
地
（
徳
山
北
谷
の

写
真
撮
影
八
枚
）
と
濃
尾
地
震
に
よ
る

根
尾
谷
（
写
真
五
枚
）
の
調
査
を
行
っ

た
後
、
湯
本
知
事
と
共
に
伊
自
良
谷

（
写
真
二
枚
）
を
も
調
査
し
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
時
に
明
善
は
六
五
歳
で
し

た
が
、
連
日
の
強
行
軍
に
も
拘
ら
ず
、

乞
わ
れ
れ
ば
夜
に
地
方
関
係
者
と
の
談
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歴
史
記
録

話
や
講
演
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

当
時
天
皇
は
京
都
に
滞
在
中
で
あ
っ

た
の
で
、
七
月
二
三
日
、
明
善
は
朝
七

時
三
〇
分
発
で
大
垣
へ
行
き
、
揖
斐
川

水
系
源
流
視
察
の
報
告
書
を
「
上
書
」

と
言
う
形
で
取
り
ま
と
め
、
七
月
二
四

日
に
明
善
と
金
森
は
、
上
奏
文
に
被
災

地
の
説
明
を
加
え
た
写
真
を
添
え
、
土

方
宮
内
大
臣
を
経
て
天
覧
に
供
す
る
と

と
も
に
、
松
方
総
理
大
臣
ら
に
も
同
じ

写
真
を
提
出
し
て
い
ま
す
。

四
．
徳
山
白
谷
の
大
崩
壊

昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
九
月
一

四
日
、
台
風
二
四
号
の
接
近
で
活
発
化

し
た
秋
雨
前
線
に
よ
っ
て
、
揖
斐
郡
藤

橋
村
の
揖
斐
川
左
支
川
白
谷
の
中
流
右

岸
（
本
川
合
流
点
か
ら
約
四
．
五
㎞
地

点
）
で
大
崩
壊
が
発
生
し
ま
し
た
。
崩

壊
土
量
は
東
京
ド
ー
ム
の
約
一
．
五
倍

（1
8
3×
1
0
4

㎥
）
で
、
高
さ
約
六
五
ｍ

の
天
然
ダ
ム
が
白
谷
に
出
現
し
ま
し

た
。
こ
の
天
然
ダ
ム
の
一
部
決
壊
に
よ

る
洪
水
流
は
、
横
山
ダ
ム
上
流
の
揖
斐

川
町
東
杉
原
集
落
付
近
で
護
岸
を
破
壊

し
ま
し
た
。

白
谷
は
、
能
郷
白
山
に
源
を
発
し
南

流
し
て
、
現
在
は
徳
山
ダ
ム
貯
水
池
に

注
ぐ
細
長
い
流
域
形
状
で
す
。
流
域
の

地
質
は
、
上
流
域
が
白
亜
紀
か
ら
古
第

三
紀
の
花
崗
閃
緑
岩
、
徳
山
白
谷
大
崩

壊
地
を
含
む
中
か
ら
下
流
域
は
、
美
濃

帯
の
中
生
層
か
ら
古
生
層
で
、
輝
緑
凝

灰
岩
が
主
体
で
す
。

流
域
内
に
は
急
斜
面
が
多
い
た
め
崩

壊
が
発
生
し
や
す
く
、
崩
壊
後
に
流
域

面
積
（
一
八
．
九
㎢
）
の
約
八
％
が
崩

壊
地
と
な
り
ま
し
た
。

崩
壊
発
生
時
刻
は
明
ら
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
近
傍
の
徳
山
小
学
校
裏
や

藤
橋
村
東
前
の
谷
の
崩
壊
が
九
月
一
四

日
の
二
二
時
頃
で
あ
る
こ
と
、
時
間
雨

量
（
旧
建
設
省
徳
山
観
測
所
）
が
午
後

九
時
か
ら
一
〇
時
に
一
〇
三
㎜
の
ピ
ー

ク
に
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
午
後
一

〇
時
頃
発
生
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

徳
山
白
谷
の
大
崩
壊
で
は
、
至
る
所

で
山
崩
れ
、
橋
の
流
失
、
道
路
の
損
壊

が
発
生
し
ま
し
た
が
、
崩
壊
地
の
周
辺

に
は
人
家
な
ど
が
存
在
し
な
か
っ
た
た

め
、
崩
壊
に
よ
る
直
接
の
被
害
は
生
じ

ま
せ
ん
で
し
た
。

五
．
根
尾
白
谷
の
大
崩
壊

昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
九
月
一

三
日
か
ら
一
五
日
の
集
中
豪
雨
で
、
一

五
日
の
正
午
頃
、
大
音
響
と
と
も
に
根

尾
白
谷
源
頭
の
尾
根
部
、
特
に
東
側
の

部
分
が
崩
壊
し
ま
し
た
。
推
定
崩
壊
土

砂
量
は
東
京
ド
ー
ム
の
約
〇
．
九
倍

（1
0
7×
1
0
4

㎥
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る

大
崩
壊
で
し
た
が
、
幸
い
に
も
崩
壊
土

砂
の
多
く
は
崩
壊
地
に
堆
積
し
、
崩
壊

地
に
最
も
近
い
集
落
の
埋
没
は
免
れ
、

崩
壊
に
よ
る
直
接
の
被
害
は
生
じ
ま
せ

ん
で
し
た
。

（
一
）
連
続
し
た
台
風
と
奥
越
豪
雨

九
月
一
〇
日
か
ら
九
月
一
八
日
に
、

３
つ
の
台
風
（
二
三
、
二
四
、
二
五

号
）
が
相
次
い
で
上
陸
・
接
近
し
ま
し

た
。こ

れ
ら
連
続
し
た
台
風
の
内
、
一
一

日
に
沖
ノ
鳥
島
の
南
西
海
上
で
発
生
し

た
台
風
第
二
四
号
は
、
一
七
日
二
一
時

頃
、
三
重
県
大
王
崎
付
近
に
上
陸
し
ま

し
た
。

九
月
一
三
日
か
ら
一
五
日
に
か
け

て
、
台
風
二
四
号
に
刺
激
さ
れ
た
前
線

の
活
動
に
よ
り
、
揖
斐
川
流
域
に
記
録

的
な
大
雨
が
降
り
ま
し
た
。
こ
の
時
の

二
四
時
間
雨
量
は
、
東
杉
原
観
測
所

（
藤
橋
村
）
で
八
二
四
．
五
㎜
、
徳
山

観
測
所
（
旧
徳
山
村
）
で
七
〇
六
．〇

㎜
、
一
時
間
の
雨
量
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇

〇
㎜
、
九
四
㎜
で
し
た
。

こ
の
地
域
の
年
間
降
水
量
は
二
，
七

〇
〇
か
ら
三
，
五
〇
〇
㎜
で
あ
り
、
こ

の
雨
は
実
に
激
し
い
豪
雨
で
し
た
。
こ

の
雨
に
よ
り
、
徳
山
白
谷
（
旧
徳
山

村
）
と
根
尾
白
谷
（
根
尾
村
）
の
二
箇

所
で
大
規
模
な
崩
壊
が
発
生
し
、
こ
の

災
害
が
、
越
美
山
系
砂
防
事
務
所
の
発

足
の
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

（
二
）
地

　質

根
尾
白
谷
の
基
盤
岩
は
、
ナ
ン
ノ
谷

と
同
様
に
美
濃
帯
の
粘
板
岩
、
チ
ャ
ー

ト
、
砂
岩
、
石
灰
岩
、
緑
色
岩
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
低
標
高
部

に
は
粘
板
岩
、
砂
岩
、
チ
ャ
ー
ト
の
分

布
が
み
ら
れ
、
高
標
高
部
で
は
緑
色

岩
、
石
灰
岩
の
順
に
地
層
が
変
化
し
て

い
ま
す
。
こ
の
粘
板
岩
、
チ
ャ
ー
ト
帯

⇒

緑
色
岩⇒

石
灰
岩
の
出
現
順
序
は
、

ナ
ン
ノ
谷
で
の
地
層
の
出
現
順
序
と
一

致
し
て
い
ま
す
。

原
義
文
ら
は
、
昭
和
四
〇
（
一
九
六

五
）
年
以
前
に
現
在
の
崩
壊
と
ほ
ぼ
同

じ
位
置
で
小
規
模
な
崩
壊
が
発
生
し
て

い
る
様
子
を
確
認
し
、
こ
の
大
崩
壊
も

濃
尾
地
震
に
よ
っ
て
根
尾
白
谷
の
崩
壊

地
全
体
が
緩
ん
で
い
た
、
と
述
べ
て
い

ま
す
。
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宝
暦
治
水
と
平
田
靱
負

一
．
は
じ
め
に

平
成
二
六
（
二
〇
一
四
）
年
は
、
宝ほ
う

暦れ
き

治
水
二
六
〇
年
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
催

し
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
数
え
方
は
、
実
は

仏
教
式
の
年
忌
の
数
え
方
で
、
工
事
の
完

成
を
も
と
に
し
て
考
え
れ
ば
、
平
成
二
七

年
が
ち
ょ
う
ど
二
六
〇
年
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

宝
暦
の
治
水
工
事
は
、
地
域
の
水
害
を

防
ぎ
、
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
し
た
と
し

て
、
今
も
地
域
住
民
に
記
憶
さ
れ
、
慰
霊

と
顕
彰
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
工

事
の
実
体
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
か
、
こ
れ
が
意
外
に
は
っ
き
り
し
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
顕
彰
活
動
を
次

世
代
に
つ
な
ぐ
た
め
に
は
、
史
実
の
確
認

が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
辺
り
を
、
平
田
靱

負
に
即
し
て
今
一
度
整
理
し
て
み
た
い
。

二
．
宝
暦
治
水
と
は

宝
暦
治
水
は
、
木
曽
三
川
中
・
下
流
の

水
流
を
調
整
す
る
た
め
、
現
在
の
愛
知
・

岐
阜
・
三
重
三
県
に
ま
た
が
る
広
大
な
地

域
に
お
い
て
、
薩
摩
藩
が
宝
暦
四
（
一
七

五
四
）
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
施
工
し
た

手
伝
い
普
請
で
あ
る
。

手
伝
普
請
は
、
治
水
工
事
に
限
ら
ず
、

幕
府
が
必
要
と
す
る
土
木
工
事
に
各
藩
を

指
名
す
る
も
の
で
、
幕
藩
体
制
下
で
は
こ

れ
は
、
戦
場
へ
の
出
役
と
同
じ
く
義
務
で

あ
り
、
拒
否
は
で
き
な
か
っ
た
。

藩
士
が
一
堂
に
会
し
て
受
け
る
か
受
け

な
い
か
が
大
議
論
に
な
る
と
い
う
よ
う
な

問
題
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
命
令
を
受

け
た
薩
摩
藩
が
、
国
元
で
受
託
の
届
け
に

藩
主
が
署
名
し
た
一
月
二
一
日
に
は
、
す

で
に
江
戸
か
ら
第
一
陣
が
出
発
し
て
い
る

こ
と
を
見
て
も
分
か
る
。

こ
の
地
域
で
は
、
手
伝
普
請
は
こ
の
工

事
以
前
に
二
本
松
藩
が
担
当
し
て
、
延え
ん

享
き
ょ
う

四
（
一
七
四
七
）
年
か
ら
五
年
に
か
け
て

行
わ
れ
た
の
が
最
初
で
、
薩
摩
藩
の
工
事

は
二
度
目
に
あ
た
り
、
以
後
も
何
度
か
く

り
返
さ
れ
て
い
る
。

三
．
総
奉
行
平
田
靱
負

こ
の
時
総
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
の
が
、

薩
摩
藩
の
御
勝か
っ

手て

方が
た

（
財
政
担
当
）
琉
球

方
家
老
職
の
平
田
靱ゆ
き

負え

正ま
さ

輔す
け

だ
っ
た
。
寛か
ん

延え
ん

元
（
一
七
四
八
）
年
九
月
、
島
津
宗む
ね

信の
ぶ

は
、
徳
川
家い
え

重し
げ

の
将
軍
宣
下
を
受
け
、
琉

球
慶け
い

賀が

使し

の
具
志
川
王
子
を
同
伴
し
て
江

戸
に
向
か
う
。

靱
負
は
、
琉
球
慶
賀
使
一
行
の
世
話
役

を
命
じ
ら
れ
て
同
行
、
将
軍
に
も
面
会
を

許
さ
れ
て
い
る
。
薩
摩
藩
を
支
え
る
実
力

者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
財
政
担
当
家
老
と

し
て
、
藩
主
が
江
戸
に
出
府
し
て
い
る
間

に
国
元
で
倹
約
令
を
出
す
な
ど
、
精
力
的

に
動
い
て
い
た
。
大
阪
の
商
人
に
宛
て
た

藩
の
借
金
に
つ
い
て
の
手
紙
が
、
苦
労
の

跡
を
偲
ば
せ
て
い
る
。

宗
信
の
言
行
録
『い

古に
し

のえ

　遺
愛
』
中
に
靱

負
は
、
財
政
難
の
藩
政
を
救
う
道
は
、
質

素
倹
約
が
大
切
だ
と
諭
し
た
藩
公
宗
信
の

名
君
ぶ
り
を
讃
え
る
脇
役
と
し
て
出
て
く

る
。
藩
内
で
の
靱
負
の
存
在
を
物
語
る
貴

重
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
ん
な
財
政

難
の
さ
な
か
に
、
木
曽
三
川
手
伝
普
請
の

命
令
が
届
い
た
の
で
あ
る
。
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四
．
工
事
の
規
模
・
内
容
と
薩

摩
藩
士
の
仕
事

手
伝
普
請
の
場
合
、
実
地
検
分
か
ら
工

事
の
プ
ラ
ン
、
見
積
も
り
ま
で
は
幕
府
が

行
う
。
指
名
さ
れ
た
藩
に
は
、
計
画
に
基

づ
き
、
施
工
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

追
加
工
事
や
仕
様
変
更
に
伴
う
費
用
増
加

は
、
す
べ
て
担
当
者
側
の
負
担
で
あ
る
。

こ
の
工
事
の
場
合
、
最
終
的
に
約
四
〇

万
両
を
要
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
初

幕
府
側
が
示
し
た
お
お
よ
そ
一
三
万
両
と

い
う
数
字
は
あ
く
ま
で
予
想
で
あ
っ
て
、

実
際
の
所
は
工
事
を
し
て
み
な
い
と
分
か

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
靱
負
に

は
、
当
初
の
見
込
み
を
ど
れ
だ
け
超
過
し

よ
う
が
、
と
に
か
く
幕
府

に
命
じ
ら
れ
た
と
お
り
工

事
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
義
務
が

あ
っ
た
。

　二
月
か
ら
始
ま
っ
た
第

一
期
工
事
で
は
、
切
れ
た

堤
防
の
復
旧
（
急き
ゅ
う

破は

普

請
）
や
、
こ
れ
ま
で
の
堤

防
の
補
強
工
事
（
定て
い

式し
き

普

請
）
な
ど
が
施
工
さ
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
九
月

か
ら
始
め
ら
れ
た
第
二
期

工
事
は
、
水す
い

行こ
う

を
調
整
す

る
た
め
の
締
切
堤
や
洗
堰
な
ど
の
大
規
模

な
新
規
工
事
が
中
心
だ
っ
た
。
工
事
区
域

は
、
総
計
一
九
三
ヵ
村
、
堤
防
の
延
長
一

〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
（
六
、三
六
一

間
・
約
二
八
里
）
に
及
ぶ
と
い
う
一
大
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
。

幕
府
側
は
こ
の
時
、
水
害
で
疲
弊
し
た

地
元
住
民
救
済
の
た
め
も
あ
っ
て
、
地
元

民
優
先
の
村む
ら

方か
た

請
負
に
す
る
よ
う
指
示
し

た
。五

．
靱
負
の
苦
労
│
不
足
す
る

ス
タ
ッ
フ
、
必
要
な
の
は

事
務
能
力

総
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
靱
負
が
、
最
初

に
直
面
し
た
の
が
資
金
集
め
の
苦
労
だ
っ

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は

現
場
に
到
着
し
て
か
ら
の
資
材
集
め
や
、

流
通
ル
ー
ト
の
確
保
、
作
業
員
を
集
め

て
、
作
業
を
滞
り
無
く
進
め
て
ゆ
く
こ
と

は
も
っ
と
大
変
な
作
業
だ
っ
た
。

第
一
期
工
事
が
竣
功
し
て
休
工
中
の
七

月
二
二
日
、
靱
負
は
手
紙
を
国
元
に
送
っ

て
、
新
規
工
事
で
は
、
歩
行
士
五
八
人
、

足
軽
四
四
人
が
不
足
す
る
。
九
月
は
じ
め

ま
で
に
揃
え
て
ほ
し
い
と
、
人
員
の
増
派

を
要
請
し
た
。
工
事
の
材
料
集
め
が
大
変

で
、
石
だ
け
で
も
一
日
に
三
〇
〇
艘
が
動

い
て
い
る
。
土
砂
は
こ
の
一
〇
倍
、
買
い

入
れ
を
手
配
し
、
受
け
取
る
人
手
が
全
く

足
り
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

派
遣
さ
れ
る
藩
士
の
条
件
に
つ
い
て

は
、
年
功
や
家
柄
と
は
関
係
な
く
、
若
く

て
も
資
材
受
取
の
た
め
の
記
録
と
計
算
が

出
来
る
者
が
い
い
、
寒
い
と
こ
ろ
だ
か
ら

高
齢
者
は
い
ら
な
い
と
い
い
、
さ
ら
に
士

分
の
者
は
、
必
ず
下
人
は
地
元
か
ら
連
れ

て
こ
い
、
そ
う
で
な
い
と
自
己
負
担
が
多

く
な
り
す
ぎ
る
、
と
忠
告
し
て
い
る
。
細

か
な
気
配
り
を
す
る
靱
負
の
性
格
が
よ
く

表
れ
て
い
る
。

現
在
知
ら
れ
て
い
る
犠
牲
者
の
中
に
靱

負
関
係
者
は
、
平
田
家
内
（
平
田
家
の
家

人
）
と
添
え
書
き
の
あ
る
黒
田
唯た

右だ

衛え

門も
ん

（
常
栄
寺
）、
平
田
靱
負
下
人
と
あ
る
長
左

衛
門
、
岩
七
（
天
照
寺
）
合
計
三
名
の
名

が
あ
る
。
こ
の
時
靱
負
は
、
家
格
に
ふ
さ

わ
し
く
五
名
以
上
の
召
使
い
を
引
き
連
れ

て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

六
．
二
期
工
事
の
開
始

秋
の
新
規
工
事
は
、
大
幅
な
現
状
変
更

に
な
る
た
め
、
地
元
住
民
か
ら
苦
情
が
相

次
い
だ
。

こ
の
こ
ろ
手
伝
い
方
は
、
現
場
に
駐
屯

し
て
い
る
薩
摩
藩
士
の
う
ち
、
小
奉
行
三

二
人
中
七
人
、
歩
行
士
六
四
人
中
六
人
、

足
軽
二
三
〇
人
中
九
〇
人
が
病
に
倒
れ
て

お
り
、
病
死
者
数
十
人
に
達
し
て
い
る
と

い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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九
月
二
四
日
、
一
之
手
か
ら
四
之
手
ま

で
す
べ
て
の
工
区
に
お
い
て
秋
の
工
事
が

開
始
さ
れ
た
。
最
終
工
法
が
決
ま
ら
な
い

ま
ま
、
と
り
あ
え
ず
油
島
堤
防
の
下
埋
め

工
事
も
は
じ
め
ら
れ
た
が
、
大
榑
川
は
洗

堰
、
油
島
は
中
間
を
空
け
た
川
分
け
堤
と

最
終
的
に
決
ま
り
、
す
べ
て
の
工
事
が
終

わ
っ
た
の
は
、
宝
暦
五
（
一
七
四
五
）
年

三
月
二
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

七
．
油
島
工
事
の
実
体

こ
の
時
の
工
事
の
一
例
と
し
て
、
油
島

工
事
の
全
体
像
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
工

事
の
目
的
は
、
木
曽
川
本
流
と
揖
斐
川
と

の
合
流
す
る
地
点
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

分
流
し
て
、
揖
斐
川
西
岸
の
洪
水
被
害
の

減
少
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。
寛
延
元

（
一
七
四
八
）
年
の
二
本

松
藩
の
手
伝
普
請
の
際
、

部
分
的
に
手
が
つ
け
ら

れ
て
い
た
が
、
今
回
の

計
画
で
は
こ
れ
を
一
気

に
締
め
切
る
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。

　し
か
し
地
元
関
係
者

の
利
害
関
係
が
対
立

し
、
油
島
新
田
地
先
に

約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

松
之
木
村
方
よ
り
約
三

六
四
メ
ー
ト
ル
の
土
堤

を
新
築
し
て
、
中
央
約
五
四
六
メ
ー
ト
ル

は
あ
け
た
ま
ま
と
し
た
。
こ
れ
が
宝
暦
治

水
に
お
け
る
油
島
工
事
の
実
体
で
あ
る
。

宝
暦
治
水
最
大
の
難
工
事
は
、
こ
の
油

島
の
部
分
締
切
と
、
大
榑
川
、
逆
川
の
洗

堰
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
難
工
事
を
、

前
年
の
九
月
か
ら
始
め
て
次
の
年
の
二
月

ま
で
に
完
成
さ
せ
た
。
予
算
に
縛
ら
れ
る

現
在
の
シ
ス
テ
ム
で
は
考
え
ら
れ
な
い
超

突
貫
工
事
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
工
事

を
、
幕
府
の
命
令
通
り
み
ご
と
に
竣
功
さ

せ
た
と
き
の
靱
負
の
喜
び
が
ど
れ
ほ
ど
大

き
か
っ
た
か
想
像
に
あ
ま
り
が
あ
る
。

八
．
幕
府
側
役
人
も
賞
讃
し
た

工
事
の
出
来
栄
え

工
事
が
完
成
し
た
時
、
幕
府
役
人
は
率

直
に
そ
の
出
来
栄
え
を
褒
め
称
え
て
い
る
。

工
事
全
体
に
つ
い
て
幕
府
役
人
が
洩
ら
し

た
の
は
、「
ご
検
分
ま
で
首
尾
よ
く
あ
い
済

み
、
お
互
い
に
大
慶
に
存
ず
る
」
と
い
う

こ
と
ば
だ
っ
た
。
幕
府
役
人
が
、
お
互
い

に
結
構
な
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。

工
事
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
幕
府
側
の

役
人
は
、
血
判
を
押
し
た
誓
約
書
を
残
し

て
い
る
。
手
伝
を
命
じ
ら
れ
た
薩
摩
藩
士

と
同
じ
よ
う
に
、
幕
府
側
役
人
に
も
自
分

の
名
誉
が
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
受
け
て
、
平
田
靱
負
は
、
五
月

二
四
日
国
元
に
宛
て
て
、「
幕
府
の
命
令

通
り
に
仕
事
が
完
成
し
ま
し
た
。
藩
の
名

誉
を
守
る
こ
と
が
出
来
て
本
当
に
う
れ
し

い
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
い

う
内
容
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
必
要
経

費
は
そ
の
都
度
国
元
に
依
頼
し
て
支
出
し

て
も
ら
っ
て
い
る
。
予
算
超
過
の
責
任
な

ど
取
る
必
要
は
全
く
な
い
。
個
人
名
で
借

金
を
し
た
と
い
う
の
は
話
と
し
て
は
面
白

い
が
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

九
．
平
田
靱
負
の
最
後

　乙
亥
五
月
二
十
五
日
二
十

六
日
薩
人
悉
解
役
帰
国
或
東

都
謹
役
之
人
者
向
江
府
芝
邸

也
正
輔
亦
期
同
二
十
六
日
欲

発
大
牧
村
向
江
府
奈
兼
日
所

養
之
病
頻
起
医
療
不
達
同
二

十
五
日
暁
天
終
命
於
大
牧
村

旅
舎
年
五
十
二
法
号
高
元
院

殿
節
岑
了
操
大
居
士
葬
遺
骸

於
城
州
伏
見
大
黒
寺
埋
鬂
髪

於
麑
府
妙
谷
寺

す
べ
て
の
公
務
を
終
え
た
薩
摩
藩
士
た

ち
は
、
五
月
二
五
日
か
ら
二
六
日
に
か
け

て
全
員
が
江
戸
芝
の
薩
摩
藩
邸
、
あ
る
い

は
国
元
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
帰
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
靱
負
も
二
六
日
、
江
戸
滞
在
中

の
藩
主
重
年
に
報
告
す
る
た
め
、
江
戸
に

向
か
っ
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

の
だ
が
、
二
五
日
の
早
暁
、
こ
れ
ま
で
療

養
中
だ
っ
た
病
が
急
激
に
悪
化
し
て
、
手

当
の
甲
斐
な
く
大
牧
の
役
館
で
な
く
な
っ

た
。
時
に
五
二
歳
、
遺
骸
は
即
刻
輿
に
乗

せ
ら
れ
て
京
都
伏
見
の
大
黒
寺
に
送
ら
れ

た
。平

田
靱
負
嫡
流
家
に
伝
わ
る
系
図
の
記

述
で
あ
る
。

多
額
の
出
費
と
多
く
の
犠
牲
者
が
出
た

こ
と
を
藩
公
に
詫
び
る
た
め
切
腹
し
た

が
、
そ
れ
を
表
沙
汰
に
し
な
い
た
め
に
病

死
と
し
た
と
い
う
俗
説
が
あ
る
。
何
度
も

く
り
返
す
よ
う
だ
が
、
予
算
超
過
に
靱
負

の
責
任
は
な
い
。
病
を
押
し
て
体
力
の
極

限
ま
で
陣
頭
指
揮
に
当
た
り
、
首
尾
よ
く

検
分
が
済
ん
だ
と
た
ん
に
張
り
詰
め
て
い

た
気
持
ち
が
と
ぎ
れ
た
、
と
い
う
系
図
の

記
述
の
方
が
こ
の
場
合
は
ふ
さ
わ
し
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
黒
寺
で
は
、
薩
摩

藩
か
ら
の
手
当
に
よ
り
、
丁
重
に
仏
事
が

営
ま
れ
た
。
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史
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平田靱負嫡流家に伝わる系図

（「平姓　平田氏系図」

　 平田靱負嫡流家蔵）



西
川
の
八
幡
さ
ま

　（
長
島
町
西
川
）

木
曽
・
長
良
・
揖
斐
三
川
の
河
口
に

で
き
た
七
つ
の
島
が
、
一
つ
の
輪
中
に

な
っ
た
頃
、
平
方
村
に
西
村
孫
左
衛
門

と
い
う
お
百
姓
が
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
木
曽
川
へ
川
漁
に
き
た
孫
左

衛
門
が
、
投
げ
入
れ
た
網
を
引
き
上
げ
た

と
こ
ろ
、
魚
は
一
匹
も
か
か
っ
て
お
ら
ず
、

青
紅
色
の
美
し
い
石
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。

石
を
川
へ
投
げ
捨
て
て
、
再
び
漁
を
始
め
ま

し
た
が
、
今
度
も
網
に
は
魚
が
か
か
ら
ず
、

石
だ
け
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
何
度
、
石
を

捨
て
て
網
を
投
げ
て
も
、
網
に
は
石
だ
け
が

入
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
試
し
に
石
を
堤
に
置
い
て
か
ら
網
を
入
れ
る
と
、
た
く
さ
ん
の

魚
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
と
思
い
な
が
ら
、

孫
左
衛
門
は
家
に
帰
り
ま
し
た
。

そ
の
夜
、
夢
に
石
が
現
れ
、「
私
を
西
川
村
の
産う
ぶ

土す
な

神が
み

に
祀
っ
て
、
八
幡

宮
と
し
て
崇
め
な
さ
い
」
と
お
告
げ
が
あ
り
ま
し
た
。
早
速
、
西
川
村
で
事

情
を
話
し
て
、
村
の
地
蔵
屋
敷
に
神
社
を
つ
く
っ
て
、
青
紅
色
の
石
を
祀
っ

て
八
幡
宮
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
川
に
囲
ま
れ
た
輪
中
で
は
、
幾
度
と
な
く
洪
水
が
あ
り
ま
し
た
。

天て
ん

和な

の
頃
に
は
、
今
ま
で
に
な
い
大
洪
水
が
あ
り
、
多
く
の
人
が
亡
く
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
八
幡
宮
の
氏
子
た
ち
は
、
正
月
の
一
四
日
に
社
に
集

ま
り
、
豊
作
を
祈
っ
て
大
釜
で
お
粥
を
煮
て
食
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
七
・

五
セ
ン
チ
ほ
ど
に
切
っ
た
細
い
竹
に
お
粥
を
い
れ
て
、
中
に
入
っ
た
米
粒
を

数
え
て
作
物
の
で
き
を
占
い
ま
し
た
。
こ
の
占
い
は
明
治
四
二
年
に
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
青
紅
色
の
石
は
今
も
崇
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
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表紙写真

上
「願証寺跡」
　船頭平閘門から少し下流の杉江地先。長島一向一揆
で焼失した願証寺は、正確な寺跡も不明のまま、明治
改修でこの辺りの河底に沈みました。

下
「木曽川橋（トゥインクル）」
　木曽川河口部。伊勢湾岸自動車道の木曽川橋
（1,145m）は、揖斐川橋（1,397m）とあわせてトゥ
インクルの愛称がつけられ、名港トリトンとともに伊
勢湾岸自動車道を代表する長大橋です。

　歴史記録は、「過去の災害に学ぶ」を
四回に渡り連載しました。
　次号からは、「流水を制する水制」を
テーマに連載していきます。

　なお、この資料は、創刊号からの全
てが木曽川下流河川事務所ホームペー
ジよりダウンロードできます。
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