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花
川
用
水
の
堰
普
請
と
用
水
組
合

〈
特
集
・
江
戸
時
代
の
寒
川
〉

は
じ
め
に

四三二用
水
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
そ
れ
が
稲
作
農
業
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重

要
な
生
産
条
件
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
村
落
の
社
会
構
造
そ
の

も
の
を
規
定
す
る
基
礎
的
な
条
件
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
点
が
重
要
で

（
１
）

あ
ろ
う
。
と
く
に
用
水
は
一
村
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
け

に
、
そ
れ
は
村
落
間
の
関
係
構
造
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
用

水
を
管
理
統
制
す
る
し
く
み
が
、
村
と
村
と
の
関
係
そ
の
も
の
を
規
定

す
る
構
造
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
用
水
を
め
ぐ
る

村
々
の
関
係
を
一
つ
の
「
地
域
」
と
し
て
捉
ら
え
れ
ば
、
水
利
を
め
ぐ

花
川
用
水
と
用
水
組
合
の
概
要

大
柳
堰
の
普
請
請
負
と
堰
給
米

普
請
請
負
慣
行
の
変
容
と
宮
山
村

平
太
郎
堰
を
め
ぐ
る
争
論

る
諸
問
題
は
、
「
地
域
」
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
有
効
な
分

析
対
象
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
近
年
の
水
利
史
に
関
す
る
研
究

も
、
そ
う
し
た
地
域
論
的
視
点
を
導
入
し
な
が
ら
新
た
な
段
階
に
到
達

（
２
）

し
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
用
水
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま

な
争
論
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
く
る
地
域
的
な
秩
序
の
問
題
で
あ
る
。

も
と
よ
り
水
利
慣
行
と
い
う
も
の
は
、
所
与
の
前
提
と
し
て
存
在
す
る

も
の
で
は
な
く
、
村
々
間
の
交
渉
、
と
り
わ
け
こ
れ
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ

ま
な
争
論
を
通
し
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
一
つ
一

つ
を
解
決
し
て
い
く
過
程
で
秩
序
だ
て
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

水
の
配
分
を
は
じ
め
と
し
て
、
堰
や
用
水
路
の
普
請
、
排
水
の
問
題
な

ど
、
各
地
の
事
例
を
み
て
も
水
利
を
め
ぐ
る
争
論
は
多
様
で
根
深
く
、

か
つ
執
拘
で
あ
る
。
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
争
論
を
通
し
て
い
っ
た
い

何
が
確
認
さ
れ
、
何
が
変
わ
り
、
何
が
新
た
に
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
花
川
用
水
を
め
ぐ
る
本
稿
の
主
な
問
題
関
心
も
そ
こ
に
あ

る
が
、
そ
の
具
体
的
な
検
討
対
象
の
核
と
な
る
の
が
用
水
組
合
の
問
題

馬
場
弘
臣

１



（
３
）

で
主
の
る
。

用
水
組
合
と
は
、
村
々
の
権
益
を
守
る
た
め
に
、
公
平
な
用
水
の
配

分
と
管
理
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
た
村
々
の
連
合
組

織
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
水
利
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
第
一
義
的
に
は
用

水
組
合
を
構
成
す
る
村
々
の
、
あ
る
い
は
用
水
組
合
と
他
村
、
他
組
合

と
の
重
層
的
な
関
係
と
し
て
表
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
そ
の

管
理
や
普
請
が
、
領
主
の
主
導
の
も
と
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
組

合
の
裁
量
（
と
く
に
経
費
）
に
委
ね
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
自
普
請
組
合

の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合
な
り
、
地
域
の
問
題
な
り
が
よ
り
顕
著
に

表
れ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
各
地
に
広
が
る
、
そ
れ
だ
け
に
大
多

数
を
占
め
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
中
小
の
自
普
請
組
合
の
管
理
運
営
の

あ
り
方
や
、
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
課
題
で
あ
ろ

う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
様
な
視
点
か
ら
花
川
用
水
と
用
水
組
合
を
取
り

上
げ
、
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

花
川
用
水
と
用
水
組
合
の
概
要

っ
て
目
久
尻
川
の
水
を
取
水
利
用
し
た
用
水
で
、
こ
の
用
水
路
を
花
川

（
５
）

と
称
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
。
図
１
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

大
柳
堰
か
ら
取
水
さ
れ
た
水
は
、
南
下
し
な
が
ら
一
之
宮
社
（
現
寒
川

神
社
）
の
脇
を
流
れ
、
岡
田
村
と
小
谷
村
（
飛
び
地
）
地
内
に
設
け
ら

れ
た
平
太
郎
堰
佃
で
一
之
宮
・
田
端
・
萩
園
村
（
茅
ケ
崎
市
）
方
面
へ

分
水
さ
れ
る
。
本
流
は
東
方
に
向
き
を
変
え
て
幾
筋
か
に
分
化
し
な
が

ら
岡
田
村
方
面
へ
流
れ
、
流
末
は
悪
水
川
で
あ
る
小
出
川
に
落
ち
込
む

と
と
も
に
、
一
流
は
大
曲
村
方
面
へ
と
分
水
さ
れ
て
い
る
。
一
方
一
之

宮
村
内
を
流
れ
た
水
は
、
さ
ら
に
一
之
宮
村
南
端
の
石
堰
㈲
で
分
水
さ

れ
、
田
端
・
萩
園
村
方
面
の
田
を
潤
す
用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
之
宮
村
東
方
の
中
瀬
村
に
つ
い
て
は
、
岡
田
村
方
面
の
本
流

の
水
と
、
一
之
宮
村
か
ら
分
水
し
た
水
を
利
用
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

こ
の
用
水
受
益
村
九
か
村
が
用
水
組
合
を
構
成
す
る
村
々
で
あ
る
。
も

っ
と
も
大
曲
村
に
は
下
大
曲
村
も
含
ま
れ
て
お
り
、
『
元
禄
郷
帳
』
『
天

保
郷
帳
』
な
ど
の
記
載
に
し
た
が
え
ば
一
○
か
村
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
こ
こ
で
は
九
か
村
と
し
て
お
く
。

さ
て
、
表
１
は
花
川
用
水
組
合
村
々
の
村
高
と
、
総
反
別
・
田
方
反

別
お
よ
び
こ
の
比
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
元
禄
郷
帳
』
で
は
こ

の
九
か
村
の
総
高
が
五
四
一
七
石
余
（
『
天
保
郷
帳
』
も
同
じ
）
、
『
旧

高
旧
領
取
調
帳
』
で
は
五
五
六
七
石
余
と
な
っ
て
い
る
が
、
史
料
上
で

は
、
用
水
組
合
の
村
々
は
こ
の
用
水
を
「
高
四
千
石
」
の
用
水
と
唱
え

て
い
る
。
こ
れ
が
普
請
な
ど
の
経
費
を
計
上
す
る
上
で
の
実
際
の
組
合

２

表
１
は
花
川
用
水
組
合
を
構
成
す
る
組
合
の
村
々
で
あ
り
、
図
１
は

（
４
）

花
川
用
水
の
流
路
の
概
念
図
で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
を
も
と
に
花

川
用
水
お
よ
び
用
水
組
合
の
概
要
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
。花

川
用
水
は
、
宮
山
村
朝
日
組
地
内
に
設
け
ら
れ
た
大
柳
堰
側
に
よ
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注） ･反別は各村の明細帳、高反別帳等によった。

｡＊印は、宝永４年(1707)段階の用水組合。

。「普請」の項目中、◎は大柳堰、○は平太郎堰、△は石堰の普請村を示す。
。『元禄郷帳』では、中里組は三郎右衛門組、馬場組は藤兵衛組となっている。

高
と
考
え
ら
れ
る
が
、
各
村
の
内
訳
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
と
く

に
大
柳
堰
の
普
請
や
管
理
に
つ
い
て
は
、
堰
元
の
宮
山
村
朝
日
組
の
百

姓
四
人
が
こ
れ
を
請
負
い
、
組
合
の
村
々
は
委
託
料
と
し
て
こ
の
請
負

人
に
米
を
高
割
で
出
す
慣
例
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
堰
給
米
と
称
し
た
が
、

「
高
四
千
石
」
は
そ
の
基
準
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

第
二
章
で
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
表
１
お
よ
び
図

２
か
ら
さ
ら
に
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
６
）

ま
ず
第
一
点
目
は
、
各
村
の
田
方
の
比
率
の
低
さ
で
あ
る
。
も
っ
と

も
比
率
の
高
い
大
曲
村
で
五
四
％
強
、
大
蔵
・
岡
田
村
が
四
○
％
台
、

小
谷
・
一
之
宮
・
田
端
村
が
三
○
％
台
で
、
堰
元
の
宮
山
村
と
流
末
の

萩
園
村
に
い
た
っ
て
は
二
三
％
強
と
な
っ
て
い
る
。
図
１
を
み
て
も
、

用
水
路
の
近
辺
で
さ
え
天
水
場
が
あ
り
、
田
と
畑
が
入
り
交
じ
っ
た
耕

地
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
花
川
用
水
自
体
が
い
つ
ご
ろ
開
削

さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
に
不
明
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
は
花
川
用
水
の
潅
概
能
力
の
限
界
と
と
も
に
、
用
水
の

開
削
に
よ
る
こ
の
地
域
の
開
発
の
限
界
を
も
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
が
相
模
川
を
背
後
に
抱
え
な
が
ら
、

こ
の
水
を
用
水
と
し
て
利
用
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
留
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
当
該
地
域
が
相
模
川
の
下
流
部
に
位
置
し

て
い
る
こ
と
の
制
約
は
大
き
い
が
、
右
岸
左
岸
を
問
わ
ず
流
域
の
状
況

を
見
渡
し
て
も
、
相
模
川
か
ら
直
接
取
水
し
て
い
る
の
は
、
磯
部
村
五

ヶ
村
用
水
や
当
麻
用
水
な
ど
現
在
の
相
模
原
市
域
に
い
く
つ
か
確
認
で

表１花川用水組合

元禄郷帳 旧高旧領 総反別 田方反別 比率 普請
＊

宮山村

朝日組

十五晩組

中里組

馬場組

下組

1276石３３７

2４１．６２８１．

259.7322

254.2854

263.1375

257．５５３８

1277石4958 1503反3畝09歩

２８８．６．０１

２７２．５．００

２８１．９．０８

３６６．５．２４

２９３．７．０６

351反3畝03歩

６１．２．０１

７３．９．２３

６４．９．１８

７１．４．２７

７９．６．２４

23.4％

2１．２

２７．１

２３．０

１９．５

２７．１

◎

小谷村 3４８．４５１２ 3４７．４５０１ 4７２．４．２４ 1７５．９．０５ 3７．２ ○

大蔵村 １００． 1４６．９５ 1７７．７．２５ 8４．３．２１ 4７．５ ○
＊

岡 田村 5４５．１ 648.56191 3４９．９．１４ 1４３．８．０５ 4１．１ ○

中瀬村 2００． 2００．

大曲村

下大曲村

2００．

２２０．

2００．

２２０．

2１３．１．１６ 1１５．９．０８ 5４．４

＊

一之宮村 1０４４．５１４ １０４３．６４４４ １２６８．５．１０ 4０９．０．１０ 3２．２ △

＊

田端村 7７４．２５１ 7７３．９２５ 8７８．４．００ 2９６．７．１２ 3３．８
＊

萩園村 7０８．９３９ 8１０．７７５ 1３０２．６．１２ 3０７．２．２５ 2３．６

合計 5417.5922 5568.80221



き
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
が
技
術
的
な
問
題
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
あ

る
い
は
河
川
支
配
に
関
し
て
の
問
題
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
今
後
検
討

を
要
す
る
が
、
少
な
く
と
も
近
世
に
お
い
て
は
、
相
模
川
の
水
を
有
効

に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

左
岸
に
お
け
る
十
分
な
用
水
の
確
保
が
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
○
）

に
完
成
し
た
左
岸
用
水
の
開
通
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事

情
に
照
し
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
花
川
用
水
組

合
の
村
々
で
は
田
方
の
比
率
の
低
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
一
方
で

相
模
川
の
水
害
と
い
う
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、
日
常
的
に
は
絶
え
ず

水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
河

川
流
域
に
位
置
す
る
村
々
の
土
地
は
、
保
水
性
の
低
い
砂
質
で
あ
る
か

ら
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

大
柳
堰
の
堰
元
で
あ
る
宮
山
村
は
、
一
○
○
○
石
を
越
え
る
大
村
で
、

村
内
は
朝
日
組
．
十
五
日
免
組
・
中
里
組
・
馬
場
組
・
下
組
の
五
組
に

分
れ
て
い
た
（
表
１
参
照
）
・
各
「
組
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
村
」
と
称
す

る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
例
え
ば
中
里
組
が
「
三
郎
右
衛
門
組
」
と
称
す

る
な
ど
、
名
主
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上

「
組
」
で
統
一
す
る
こ
と
に
す
る
。

大
柳
堰
の
堰
普
請
や
管
理
が
、
宮
山
村
朝
日
組
の
四
人
の
百
姓
に
よ

っ
て
請
負
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
本
章

と
り
わ
け
こ
こ
で
は
平
太
郎
堰
の
普
請
が
受
益
村
々
で
は
な
く
、
堰
元

の
村
々
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の

点
は
石
堰
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
こ
の
堰
が
田
端
・
萩
園
村
方
面

へ
の
分
水
堰
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
普
請
は
一
之
宮
村
が
行

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
以
外
に
も
分
水
の
施
設
は
あ
っ

た
が
、
実
際
花
川
用
水
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
う
ち
主
な
も
の

は
、
こ
の
平
太
郎
堰
と
石
堰
、
そ
れ
に
大
柳
堰
の
三
つ
の
堰
を
め
ぐ
っ

て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
堰
に
お
け
る
争
論
や
問
題
点

を
個
別
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
水
利
秩
序
総
体
の
中
で
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
組
合
村
の
内
部
秩
序

の
変
化
の
問
題
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
大
柳
堰
の
普
請
請
負
と
堰
給
米

５

次
に
第
二
点
目
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
岡
田
村
地
内
に

広
が
る
小
谷
村
と
大
蔵
村
の
飛
び
地
の
問
題
で
あ
る
。
図
１
に
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
平
太
郎
堰
の
東
部
に
広
が
る
耕
地
に
は
三
か
村
の
入
会

地
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
お
り
、
両
村
が
花
川
用
水
と
か
か
わ
る
の
は

こ
の
入
会
地
の
み
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
平
太
郎
堰
が
小
谷
村
地
内
に

含
ま
れ
る
の
も
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
留
意

さ
れ
る
べ
き
は
、
平
太
郎
堰
の
普
請
を
行
う
の
が
こ
の
三
か
村
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
三
か
村
の
利
害
は
一
致
し
や
す
い

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
平
太
郎
堰
の
分
水
を
利
用
す
る
一
之

宮
・
田
端
・
萩
園
村
三
か
村
と
の
利
害
対
立
の
問
題
が
想
起
さ
れ
る
。



大
曲
り
村

名
主
・
年
寄
衆
中

朝
日
組
の
半
兵
衛
・
武
左
衛
門
・
六
左
衛
門
・
久
左
衛
門
の
四
人
が

大
柳
堰
の
普
請
を
一
○
か
年
季
で
請
負
っ
た
証
文
で
あ
る
。
宛
て
先
は

小
谷
・
大
蔵
・
岡
田
・
大
曲
村
の
四
か
村
で
、
こ
の
合
計
高
一
○
○
○

石
に
つ
い
て
年
々
三
斗
八
升
入
の
俵
八
俵
を
出
す
か
わ
り
に
、
滞
り
の

な
い
よ
う
に
水
を
通
し
、
万
一
堰
が
切
れ
て
水
不
足
と
な
っ
た
場
合
は

こ
の
米
を
返
す
こ
と
が
契
約
の
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
請
負
証
文
の
宛

て
先
は
四
か
村
の
み
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
平
太
郎
堰
以
下
の
一
之

宮
・
田
端
・
萩
園
村
と
中
瀬
村
に
つ
い
て
も
同
様
の
条
件
で
別
個
に
請

負
証
文
が
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
請
負
証
文
に
よ
る
と
、
大
柳
堰
に
つ
い
て
は
先
年
は

「
高
四
千
石
」
Ⅱ
組
合
九
か
村
で
割
合
っ
て
普
請
を
行
な
っ
て
い
た
が
、

（
粗
）

村
々
が
勝
手
に
寄
合
っ
て
「
致
麓
相
」
し
、
水
不
足
と
な
っ
た
た
め
に

「
四
拾
年
巳
前
寅
年
」
、
す
な
わ
ち
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
村
々

の
役
人
が
相
談
し
て
「
段
々
切
替
請
負
」
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
さ
ら
に
も
う
一
点
史
料
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

（
８
）

〔
史
料
２
〕

議
定
書
之
事

一
大
柳
堰
之
儀
、
先
年
者
高
四
千
石
村
々
寄
合
割
合
堰
普
請
仕
候
事
有

之
、
又
者
朝
日
村
中
一
一
而
請
負
致
候
節
も
御
座
候
得
共
、
大
勢
一
一
而
者

（
粗
）麓

相
二
相
成
水
不
足
二
付
、
朝
日
村
之
内
半
兵
衛
・
六
左
衛
門
・
一
二

で
は
ま
ず
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
次
の
史
料
は
こ
の
請
負

証
文
で
あ
る
。

（
７
）

〔
史
料
１
〕

請
負
申
証
文
之
事

一
大
柳
堰
之
儀
、
先
年
ハ
高
四
千
石
一
一
而
割
合
仕
候
所
、
方
々
寄
合
一
一

（
粗
）

而
致
麓
相
水
不
足
仕
候
二
付
、
四
拾
年
巳
前
寅
年
、
村
々
御
役
人
衆

中
江
相
談
之
上
、
段
々
切
替
請
負
申
所
実
正
也
、
又
候
当
午
年
台
卯

年
迄
拾
年
季
二
相
定
、
壱
年
二
高
千
石
付
御
蔵
米
三
斗
八
升
入
相
定
、

（
俵
）

小
谷
・
大
蔵
・
岡
田
・
大
曲
吉
向
△
ロ
千
石
分
八
表
宛
年
々
御
済
可
被
下

候
、
堰
之
義
者
御
望
次
第
水
無
滞
参
候
様
二
可
仕
候
、
若
堰
切
水
不

足
仕
候
ハ
入
入
目
ヲ
損
仕
、
右
之
米
相
帰
し
可
申
候
、
堰
切
申
儀

幾
度
一
一
而
も
念
口
入
可
申
候
、
此
段
当
村
御
代
官
衆
迄
申
上
置
候
間
、

如
何
様
之
義
御
座
候
共
、
少
も
違
乱
申
間
敷
候
、
何
時
成
共
御
用
次

第
水
遣
し
可
申
候
、
為
後
日
証
文
依
而
如
件

朝
日
村

正
徳
四
年
午
三
月
日

半
兵
衛

武
左
衛
門

六
左
衛
門

久
左
衛
門

小
谷
村

大
蔵
村

岡
田
村



萩
園
村名

主
半
兵
術

中
瀬
村名

主
平
内

大
曲
村

名
主
弥
左
衛
門

堰
元御

役
人
中

こ
の
史
料
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
交
わ
さ
れ
た
、
大
柳
堰
下

の
用
水
路
の
拡
張
と
、
平
太
郎
堰
の
堰
口
の
広
さ
に
関
す
る
議
定
書
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
大
柳
堰
は
「
高
四
千
石
村
々
」
で
「
寄
合
割
合
堰
普

請
」
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
は
朝
日
組
中
で
請
負
っ
て
い

た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大
勢
で
は
粗
相
に
な
っ
て
水
不
足
と
な
っ
た
の

で
、
朝
日
組
の
半
兵
衛
・
六
左
衛
門
・
三
左
衛
門
・
吉
左
衛
門
の
四
人

に
渡
し
て
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
か
ら
請
負
手
形
を
取
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
請
負
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は

〔
史
料
１
〕
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
問
題
は
請
負
の
時
期
や
形
態
に

つ
い
て
若
干
の
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
大
柳
堰
の
普

請
請
負
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
嘉
永
四
年
（
一
八
五
二
の
争
論
の
中

で
、
請
負
人
た
ち
が
自
ら
の
請
負
の
論
拠
と
し
て
、
正
徳
五
年
（
一
七

一
五
）
よ
り
一
七
○
年
余
も
請
負
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
い
ま
で
は

（
９
）

「
株
敷
同
様
」
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

７

左
衛
門
・
吉
左
衛
門
、
右
四
人
之
者
江
相
渡
し
、
貞
享
元
子
年
合
請

負
手
形
取
置
、
夫
合
用
水
堀
改
等
も
不
仕
、
依
而
下
村
々
水
論
等
も

出
来
可
仕
与
存
候
故
、
宮
山
村
名
主
藤
蔵
殿
相
頼
候
得
者
、
下
筋
難

儀
之
事
二
候
哉
与
宮
山
村
惣
役
人
中
相
談
之
上
、
用
水
地
付
小
動
村

名
主
源
右
衛
門
殿
江
内
々
一
一
而
御
頼
有
之
候
得
者
、
此
人
茂
下
役
中
江

御
咽
被
成
、
両
村
之
思
召
を
以
士
手
下
之
場
所
切
上
ヶ
、
川
幅
広
ヶ

水
行
宜
敷
様
二
被
成
下
恭
奉
存
候
、
然
上
者
平
太
郎
堰
是
迄
之
通
一
一

而
下
五
ヶ
村
江
水
届
兼
候
ハ
、
、
明
年
二
至
り
宮
山
村
思
召
を
以
、

右
堰
口
五
寸
成
共
七
寸
成
共
相
広
ヶ
可
申
候
、
以
来
右
堰
二
付
、
相

談
之
上
村
々
違
変
出
入
等
決
而
仕
問
敷
候
、
従
是
以
後
者
十
ヶ
年
目

一
一
宮
山
村
年
番
役
所
江
相
頼
会
合
仕
、
用
水
川
筋
見
分
可
仕
候
、
依

之
用
水
村
々
連
印
一
札
価
而
如
件

岡
田
村

文
政
二
年
名
主
縫
右
衛
門

卯
二
月

大
蔵
村

名
主
太
右
衛
門

小
谷
村名

主
又
五
郎

一
之
宮
村

名
主
太
郎
右
衛
門

田
端
村

名
主
治
郎
左
衛
門



替
請
負
」
の
方
式
に
転
換
し
た
時
点
か
ら
採
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
堰
給
米
に
つ
い
て
は
、
〔
史
料
１
〕
に
よ
っ
て
試
算
す
れ
ば
「
高

四
千
石
」
Ⅱ
九
か
村
で
三
二
俵
余
と
な
り
、
ま
た
安
政
四
年
（
一
八
五

七
）
の
段
階
で
は
九
か
村
で
三
六
俵
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

（
、
）る

。
各
村
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
帳
簿
な
ど
の
全
体
的
な
史
料
が
な
い

（
Ⅲ
）

た
め
に
断
片
的
に
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
何
よ
り
堰
給
米
の
問
題
は
、

組
合
を
構
成
す
る
村
々
に
と
っ
て
花
川
用
水
の
受
益
村
で
あ
る
こ
と
の

証
明
と
、
そ
の
権
利
の
よ
り
所
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
用
水
を
め
ぐ
る
争
論
の
際
に
、
堰
給
米
の
こ
と
が
必

ず
前
提
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
く
る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

一
之
宮
村
と
田
端
・
萩
園
村
と
の
間
で
争
わ
れ
た
、
用
水
の
配
分
を

め
ぐ
る
宝
永
四
年
（
一
七
○
七
）
の
争
論
は
、
現
在
確
認
で
き
る
範
囲

内
で
は
あ
る
が
、
花
川
用
水
の
争
論
と
し
て
は
も
っ
と
も
古
い
も
の
で

あ
る
。
こ
の
時
の
論
所
と
な
っ
た
の
が
、
石
堰
と
平
太
郎
堰
の
二
つ
の

（
吃
）

堰
で
あ
っ
た
。
田
端
・
萩
園
両
村
の
訴
状
に
よ
れ
ば
、
当
年
は
水
不
足

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
之
宮
村
が
石
堰
掛
堀
の
水
口
を
「
築
狭

め
場
所
引
直
」
し
た
う
え
、
田
端
村
境
に
て
「
漏
水
も
無
之
様
一
一
堰

留
」
め
た
た
め
に
、
両
村
の
田
反
別
六
○
町
歩
余
の
場
所
が
渇
水
し
て

「
早
損
荒
地
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
平
太
郎
堰
に
つ
い
て

も
、
こ
の
堰
は
「
先
規
合
横
木
引
渡
シ
用
水
之
分
量
相
定
、
村
高
相
応

二
引
分
」
け
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
一
之
宮
村
が
岡
田
村
の

田
地
を
大
量
に
買
得
し
た
こ
と
か
ら
、
岡
田
村
と
申
し
合
せ
て
、
こ
れ

８

史
料
が
作
成
さ
れ
た
時
期
に
隔
た
り
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
形
態
や
内

容
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
の
認
識
や
主
張
点
の
相

違
、
あ
る
い
は
認
識
違
い
な
ど
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
こ
で
は
〔
史
料
１
〕
に
あ
る
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
と
い
う
年
を

ひ
と
つ
の
基
点
と
し
て
捉
ら
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
年
に
請

負
が
始
ま
り
、
以
後
一
○
年
目
ご
と
に
請
負
の
切
替
が
行
わ
れ
た
と
す

れ
ば
、
貞
享
元
年
は
第
二
回
目
の
切
替
年
次
と
な
り
、
正
徳
四
年
は
第

五
回
目
の
切
替
年
次
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
は
九
か
村
に
よ

る
「
寄
合
」
普
請
で
あ
っ
た
も
の
が
、
前
述
の
よ
う
な
理
由
で
延
宝
期

に
請
負
普
請
と
な
っ
た
も
の
の
、
実
際
に
は
四
人
の
請
負
人
だ
け
に
任

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
朝
日
組
中
で
請
負
う
な
ど
流
動
的
な

要
素
が
あ
っ
て
、
最
終
的
に
こ
れ
が
四
人
の
請
負
人
に
固
定
化
す
る
の

が
正
徳
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
年
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
嘉
永
四
年
の
争
論
に
お
け
る
請
負
人
た

ち
の
主
張
は
、
正
徳
期
が
請
負
人
に
よ
る
請
負
慣
行
の
始
原
と
し
て
捉

ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
幕
末

に
お
い
て
は
、
正
徳
期
の
請
負
人
四
人
の
流
れ
を
汲
む
者
が
、
大
柳
堰

の
普
請
と
配
水
の
差
配
を
行
な
っ
て
き
た
と
意
識
さ
れ
、
そ
れ
が
「
株

敷
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
組
合
の
村
々
は
、
村
高
に
応
じ
て
割
当
て
た
堰
給
米
を

請
負
人
に
渡
す
こ
と
で
こ
の
業
務
を
委
任
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
自

体
は
朝
日
組
に
よ
る
請
負
に
し
ろ
、
請
負
人
に
よ
る
も
の
に
し
ろ
「
切



再
び
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
の
議
定
書
〔
史
料
２
〕
に
も
ど
っ
て

み
よ
う
。
こ
の
議
定
書
が
交
わ
さ
れ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
普

請
請
負
の
体
制
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
請
負
に
任
せ
切
り
で
「
用
水
堀
改
等
」
も
し
な
い
た
め
に
、
「
下

筋
」
の
村
々
で
水
論
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
組
合

村
々
は
、
堰
元
で
あ
る
宮
山
村
中
里
組
の
名
主
藤
蔵
に
頼
み
込
み
、
藤

蔵
は
こ
れ
を
受
け
て
宮
山
村
の
総
役
人
や
用
水
地
付
の
小
動
村
の
名
主

と
も
相
談
し
て
、
通
水
を
よ
く
す
る
た
め
に
土
手
下
の
場
所
を
切
り
上

げ
て
花
川
の
川
幅
を
広
げ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
上
で
平
太
郎
堰
に
つ

い
て
は
こ
れ
ま
で
の
通
り
と
す
る
も
の
の
、
も
し
水
が
届
き
か
ね
る
よ

う
で
あ
れ
ば
、
宮
山
村
の
裁
量
に
よ
っ
て
堰
口
を
五
寸
あ
る
い
は
七
寸

地
が
荒
地
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
平
太
郎
堰
と
石
堰

に
つ
い
て
一
之
宮
村
が
「
我
侭
」
を
し
な
い
よ
う
に
、
村
高
に
応
じ
た

（
Ｍ
）

日
割
に
よ
る
番
水
を
願
い
出
た
の
で
あ
っ
た
。
大
柳
堰
の
一
雨
負
普
請
に

対
す
る
堰
給
米
は
、
「
四
千
石
」
の
高
に
相
応
し
た
用
水
の
確
保
を
保

証
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
下
流
の
堰
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
適

用
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
普
請

請
負
の
慣
行
も
近
世
後
期
に
な
る
と
、
と
く
に
「
請
負
」
の
あ
り
方
を

め
ぐ
っ
て
新
た
な
問
題
が
持
ち
上
が
っ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

三
普
請
請
負
慣
行
の
変
容
と
宮
山
村

９

ま
た
「
我
侭
二
横
木
築
上
」
げ
、
一
之
宮
村
の
河
原
か
ら
栗
石
を
「
大

分
附
ケ
入
」
さ
せ
て
岡
田
村
へ
ぱ
か
り
水
を
ひ
き
と
ら
せ
た
た
め
に
、

田
端
・
萩
園
村
方
面
へ
の
水
が
減
少
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
流
末
で
あ
る
田
端
村
と
萩
園
村
に
と
っ
て
平
太
郎
堰
と
石
堰
と
い
う

二
つ
の
堰
は
ま
さ
に
生
命
線
で
あ
っ
た
（
図
１
参
照
）
・

こ
う
し
た
一
之
宮
村
の
所
業
に
対
し
て
両
村
が
権
益
の
論
拠
と
し
た

の
が
堰
給
米
の
問
題
で
あ
る
。
訴
状
で
も
ま
ず
第
一
条
目
に
、
そ
も
そ

も
田
端
・
岡
田
村
の
用
水
は
宮
山
村
の
堰
（
大
柳
堰
）
か
ら
取
水
し
て

（
Ｂ
）

い
る
用
水
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
古
吉
向
四
千
石
余
」
の
組
合
村
々
の
用
水

で
あ
っ
て
、
こ
の
堰
の
給
米
を
「
高
掛
」
に
て
宮
山
村
へ
「
渡
シ
切
」

に
し
、
累
年
滞
り
な
く
用
水
を
用
い
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時

期
に
は
す
で
に
請
負
慣
行
自
体
は
成
立
し
て
い
た
も
の
の
、
請
負
の
担

当
を
め
ぐ
っ
て
い
ま
だ
流
動
的
な
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た

通
り
で
あ
る
が
、
組
合
の
村
々
に
と
っ
て
大
柳
堰
の
堰
給
米
を
出
し
て

い
る
と
い
う
事
実
は
、
用
水
の
受
益
権
を
保
証
す
る
既
成
の
事
実
と
し

て
す
で
に
内
在
化
し
て
お
り
、
そ
れ
は
川
下
の
平
太
郎
堰
や
石
堰
に
対

す
る
権
利
を
も
保
証
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
両
村
は
「
右
申
上
候
通
堰
給
米
高
割
二
仕
、
前
々
合
用

水
無
滞
引
来
り
申
候
場
所
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
岡
田
・
一
之
宮

村
へ
ぱ
か
り
十
分
に
水
を
引
き
か
け
、
田
端
・
萩
園
村
の
田
地
を
「
早

損
荒
地
」
に
す
る
よ
う
な
所
業
は
「
迷
惑
至
極
」
で
あ
る
と
い
う
。
と

も
か
く
「
前
々
之
通
右
四
千
石
余
高
相
応
」
に
用
水
を
配
分
す
れ
ば
田



同
六
郎
兵
衛
印

同
佐
五
兵
衛
印

同
伊
左
衛
門
印

同
三
郎
右
衛
門
印

同
州
同
郡

一
之
宮
村

田
端
村

萩
園
村

大
曲
村

中
瀬
村

岡
田
村

大
蔵
村

小
谷
村

右
村
々

御
名
主
中

こ
れ
も
大
柳
堰
の
普
請
に
関
す
る
請
負
証
文
で
あ
る
が
、
何
よ
り
注

目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
差
出
人
が
朝
日
組
の
請
負
人
で
は
な
く
、
宮
山

村
五
組
の
名
主
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
内
容
を
検
討
し
て

み
る
と
、
大
柳
堰
に
関
し
て
「
不
容
易
」
の
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
順

水
が
滞
ら
な
い
よ
う
に
川
水
が
十
分
あ
る
時
は
「
成
丈
堰
上
」
す
る
よ

う
に
「
示
談
」
し
た
と
あ
る
。
〔
史
料
３
〕
で
は
請
負
人
に
よ
る
大
柳

堰
の
普
請
請
負
慣
行
が
用
水
組
合
の
間
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

１０

に
広
げ
る
こ
と
を
取
り
決
め
て
い
る
。
さ
ら
に
今
後
の
対
策
と
し
て
、

一
○
か
年
目
ご
と
に
宮
山
村
の
年
番
役
所
を
頼
ん
で
会
合
を
持
ち
、

「
用
水
川
筋
」
の
見
分
を
行
う
こ
と
を
申
し
合
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
旧
来
の
慣
行
で
あ
っ
た
大
柳
堰
の
請
負
体
制
そ
の
も
の
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
善
後
策
と
し
て
宮
山
村
自
体
が
こ
れ

に
対
処
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
組
合
村
々
の
依
頼
を
受
け

て
と
は
い
え
、
平
太
郎
堰
に
つ
い
て
も
宮
山
村
が
裁
量
権
を
握
っ
た
と

い
う
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
反
面
で
は
「
用
水
川
筋
見

分
」
と
い
う
名
目
で
、
宮
山
村
が
花
川
用
水
の
堰
元
と
し
て
の
責
任
を

明
確
に
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
議
定
の
締
結
そ
の

も
の
が
新
た
な
段
階
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
も
次
の

史
料
は
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
鴫
）

〔
史
料
３
〕

用
水
堰
一
条
之
事

一
当
村
之
内
字
大
柳
堰
之
義
者
下
筋
四
千
石
用
水
二
付
、
不
容
易
義
一
一

（
節
ハ
カ
）

有
之
候
間
、
順
水
無
滞
川
水
有
之
候
□
口
成
丈
堰
上
可
申
旨
及
示
談

候
上
者
、
水
行
宜
敷
様
取
計
、
一
同
二
御
田
地
大
切
二
相
仕
附
可
申

段
、
弥
和
談
承
知
仕
候
所
少
茂
相
違
無
御
座
候
、
併
永
年
一
一
而
者
如

何
二
付
、
当
酉
年
ョ
リ
拾
ヶ
年
之
間
請
負
仕
候
、
年
季
相
立
候
ハ
、
、

又
候
証
文
書
替
可
仕
候
、
為
後
日
連
印
証
文
仕
候
処
価
如
件

相
州
高
座
郡
宮
山
村

天
保
八
丁
酉
年
五
月
廿
日

名
主
久
兵
衛
印



で
半
方
請
負
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
弘
化
四
年
（
一
八

四
七
）
の
切
替
の
際
に
、
い
ろ
い
ろ
と
行
き
違
い
が
あ
っ
て
「
堰
難
出

来
」
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
た
め
に
、
「
一
同
」
よ
り
年
番
名
主
方
へ

か
け
あ
っ
た
結
果
、
こ
の
年
は
五
組
で
堰
普
請
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
四
人
の
請
負
人
は
、
「
古
来
」
よ
り
堰
普
請

を
行
っ
て
き
た
と
い
う
慣
例
を
盾
に
「
歎
願
」
し
て
再
び
普
請
を
請
負

う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
嘉
永
元
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
普
請
の

仕
方
が
よ
く
な
い
と
問
題
と
な
っ
た
の
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、

そ
の
た
め
そ
の
後
嘉
永
四
年
ま
で
の
三
か
年
は
、
朝
日
組
を
除
く
四
組

の
役
人
に
よ
っ
て
普
請
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

朝
日
組
の
小
前
が
問
題
と
し
た
の
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
事
態
に
対
し

て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
四
人
の
請
負
人
は
「
百
七
十
年
余
」
も

請
負
を
勤
め
て
き
て
い
る
の
で
、
も
は
や
「
株
敷
同
様
」
と
な
っ
て
お

り
、
い
ま
さ
ら
「
組
中
一
統
」
へ
「
御
渡
」
に
な
っ
た
の
で
は
「
難
渋

至
極
」
で
あ
る
と
し
て
、
慣
例
通
り
の
請
負
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。

朝
日
村
あ
る
い
は
請
負
人
た
ち
が
、
こ
の
よ
う
に
請
負
の
担
当
者
と
な

る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
背
景
と
し
て
は
、
一
つ
に
は
や
は
り
堰
給
米
の

問
題
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
請
負
が
「
株
」
と
し
て
意
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
一
つ
の
利
権
と
な
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
局
こ
の
出
入
に
つ
い
て
は
、
倉
見
・
瀬
郷
・
中
野
・
小
谷
村
の
名

主
が
扱
人
と
し
て
立
ち
入
り
、
①
堰
普
請
に
つ
い
て
は
、
下
郷
八
か
村

１１

指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
普
請
の
仕
方
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
こ
れ
に
関
す
る
議
定
事
項
を
含
め
る
形

で
、
大
柳
堰
の
請
負
に
つ
い
て
の
証
文
が
交
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
の
契
約
主
体
は
明
ら
か
に
請
負
人
の
手
か
ら
宮
山
村
へ
と
移
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
の
議
定
書
の
段
階
で
は
、

「
用
水
川
筋
見
分
」
と
い
う
名
目
で
宮
山
村
が
用
水
全
体
に
対
し
て
責

任
を
も
つ
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
天
保
八
年
（
一
八

三
七
）
の
段
階
に
な
る
と
、
さ
ら
に
大
柳
堰
の
管
理
そ
の
も
の
を
宮
山

村
が
直
接
的
に
「
村
」
と
し
て
差
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
宮
山
村
の
内
部
で
は
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
大
柳
堰
の
普
請
の
請
負
を
め
ぐ
っ

て
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
宮
山
村
で
出
入
が
起
こ
っ
て
お
り
、
こ（

胴
）

れ
に
よ
っ
て
こ
の
間
の
請
負
の
経
緯
と
そ
の
問
題
点
が
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
出
入
は
、
朝
日
組
の
小
前
百
姓
一
六
人
が
、
同
組
内
の
請
負
人

で
あ
る
弥
三
右
衛
門
・
源
六
・
半
兵
衛
・
久
左
衛
門
の
四
人
の
普
請
の

仕
方
が
悪
い
た
め
に
田
地
が
渇
水
し
て
い
る
と
し
て
、
宮
山
村
の
領
主

で
あ
る
杉
浦
氏
に
、
「
組
中
一
統
」
で
の
請
負
を
願
い
出
て
出
入
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
普
請
と
は
具
体
的
に
は
嘉
永
元
年
（
一

八
四
八
）
の
普
請
を
さ
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
請
負
の
形
態
は
い

さ
さ
か
複
雑
で
あ
る
の
で
ま
ず
こ
の
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

こ
の
時
の
済
口
証
文
に
よ
れ
ば
、
大
柳
堰
の
普
請
に
つ
い
て
は
、
天

保
八
年
〔
史
料
２
〕
以
降
朝
日
組
の
百
姓
一
同
で
半
方
、
請
負
人
四
人



よ
り
五
組
の
役
人
中
が
一
○
か
年
切
替
で
請
負
い
、
そ
の
上
で
弥
三
右

衛
門
・
源
六
・
半
兵
衛
・
久
左
衛
門
の
四
人
で
半
方
、
外
朝
日
組
中
で

半
方
請
負
う
こ
と
。
②
堰
普
請
の
人
足
出
方
に
つ
い
て
は
、
双
方
か
ら

四
人
づ
っ
出
す
こ
と
。
③
堰
扶
持
米
な
ら
び
に
入
用
に
つ
い
て
は
、
双

方
で
半
方
づ
っ
「
引
取
」
る
こ
と
。
④
請
負
年
季
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
五
か
年
が
済
ん
で
い
る
の
で
、
来
年
か
ら
次
の
切
替
年
限
ま
で
の
五

か
年
と
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
て
内
済
と
な
っ
た
。
文
政
期
以
降
組
合

の
村
々
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
大
柳
堰
の
請
負
の
問
題
は
、
こ
こ
に
一

応
の
決
着
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
請
負
人
と
組
合
村
々
に
よ
る
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
個

別
的
な
関
係
は
、
天
保
八
年
の
宮
山
村
に
よ
る
請
負
に
よ
っ
て
、
第
一

義
的
に
は
村
と
村
と
の
公
的
な
関
係
へ
と
変
化
し
、
大
柳
堰
そ
の
も
の

が
請
負
人
の
手
か
ら
村
の
管
理
下
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宮
山

村
の
内
部
で
は
、
さ
ら
に
こ
の
請
負
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
試
行
錯
誤

が
く
り
か
え
さ
れ
、
最
終
的
に
は
組
合
村
々
の
委
任
↓
宮
山
村
の
請
負

↓
朝
日
組
と
請
負
人
に
よ
る
半
方
づ
っ
の
請
負
と
い
う
重
層
的
な
請
負

慣
行
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

四
平
太
郎
堰
を
め
ぐ
る
争
論

が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
。
ま
た
再
び
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
の
議
定

書
〔
史
料
２
〕
に
も
ど
っ
て
み
よ
う
。

こ
の
議
定
書
の
中
で
、
平
太
郎
堰
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
通
り
と

す
る
が
、
下
五
か
村
へ
水
が
届
き
か
ね
る
時
は
宮
山
村
の
「
思
召
」
に

よ
っ
て
堰
口
を
「
五
寸
成
共
七
寸
成
共
相
広
ヶ
」
る
と
定
め
て
あ
っ
た

こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
「
下
村
々
水
論
等
も
出

来
」
と
い
う
事
態
の
中
に
平
太
郎
堰
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
こ
の
年
二
月
十
四
日
付
け
で
「
平
太
郎
堰
見
分
覚
」
と
い
う
文
書

（
Ⅳ
）

が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
堰
口
の
広
さ
や
堰
の
川
幅
な
ど
を
確
認

し
た
も
の
で
、
岡
田
・
小
谷
・
大
蔵
の
三
か
村
が
立
ち
合
っ
て
、
宮
山

村
の
村
役
人
が
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
的
制
約
か
ら
こ
れ
以
上
の

こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
平
太
郎
堰
に
対
す
る
宮

山
村
の
関
与
が
強
ま
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
指
摘
し
た

よ
う
に
、
そ
れ
は
「
川
筋
見
分
」
と
い
う
名
目
の
上
に
、
宮
山
村
の
堰

元
と
し
て
の
責
任
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
こ
れ
以
後
の
平

太
郎
堰
に
関
す
る
争
論
の
中
で
、
宮
山
村
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
以
下
平
太
郎
堰
を
め
ぐ
る
天
保
六
年

（
一
八
三
五
）
と
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
一
一
つ
の
争
論
に
つ
い
て

具
体
的
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
天
保
六
年
四
月
に
交
わ
さ
れ
た
内
済
議
定
に
よ
っ
て
、
一
件
の

（
旧
）

経
過
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
事
の
発
端
は
、
一
之
宮
・
田
端
・

萩
園
村
の
三
か
村
（
以
下
下
筋
三
か
村
と
す
る
）
が
、
岡
田
・
大
蔵
．

１２

大
柳
堰
の
普
請
請
負
慣
行
が
新
た
な
変
容
を
迫
ら
れ
た
の
と
歩
調
を

あ
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
平
太
郎
堰
の
普
請
に
つ
い
て
も
新
た
な
騒
動



の
田
地
の
水
不
足
は
「
目
前
」
で
あ
り
、
「
百
姓
永
続
仕
兼
」
ね
る
と

訴
え
た
。
こ
れ
を
受
け
た
宮
山
村
が
さ
っ
そ
く
上
筋
三
か
村
に
掛
け
合

っ
た
と
こ
ろ
、
上
筋
三
か
村
で
は
、
宝
暦
年
中
の
古
形
を
も
っ
て
普
請

し
た
の
で
あ
る
が
、
「
水
行
」
の
差
し
障
り
に
な
っ
て
は
田
地
に
関
わ

る
こ
と
ゆ
え
、
宮
山
村
に
一
任
す
る
の
で
「
水
順
行
仕
候
様
」
に
取
り

計
ら
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
。
そ
こ
で
宮
山
村
で
は
、
花
川
の
水
堰
揚

げ
を
行
っ
た
上
で
「
順
水
」
を
見
届
け
、
「
水
行
」
が
悪
い
よ
う
で
あ

れ
ば
手
入
れ
も
し
、
ま
た
双
方
が
難
儀
に
な
ら
な
い
よ
う
に
大
柳
堰
の

普
請
を
急
い
で
「
水
行
」
を
見
届
け
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
下
筋
の

小
前
共
が
騒
ぎ
出
し
、
水
堰
揚
げ
ま
で
は
待
て
な
い
と
し
て
出
訴
に
も

及
ぶ
べ
き
模
様
と
な
っ
た
。

そ
の
後
宮
山
村
の
ほ
か
に
芹
沢
・
倉
見
・
大
曲
・
中
瀬
村
が
取
扱
人

に
た
っ
て
説
得
に
あ
た
っ
た
の
で
、
双
方
と
も
宮
山
村
に
一
任
す
る
こ

と
で
一
致
し
た
。
そ
こ
で
宮
山
村
で
は
、
三
か
年
の
間
こ
の
堰
を
宮
山

村
預
り
と
し
て
「
水
順
行
」
す
る
よ
う
に
取
り
計
ら
う
。
そ
の
間
双
方

の
田
地
を
見
廻
っ
て
「
早
溢
」
が
な
い
よ
う
に
骨
を
折
る
。
そ
し
て
双

方
の
田
地
へ
十
分
に
水
が
行
き
渡
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
「
規
矩
」

を
定
め
、
双
方
へ
定
杭
と
堰
形
の
絵
図
を
渡
し
、
議
定
書
を
交
わ
せ
ば

末
々
ま
で
争
論
も
治
る
の
で
は
な
い
か
と
提
案
し
た
。
し
か
し
な
が
ら

下
筋
三
か
村
が
こ
れ
に
納
得
し
な
か
っ
た
の
で
、
双
方
で
必
要
な
水
の

量
を
試
算
し
、
お
そ
ら
く
は
村
高
や
潅
概
面
積
を
勘
案
し
て
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
が
、
当
時
の
見
積
り
で
堰
下
六
分
五
厘
、
堰
上
三
分
五
厘
の

１３

小
谷
村
の
一
一
一
か
村
（
以
下
上
筋
一
一
一
か
村
と
す
る
）
が
行
っ
た
平
太
郎
堰

の
普
請
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
下
筋
三
か
村
の
言

い
分
に
よ
れ
ば
、
平
太
郎
堰
に
つ
い
て
は
五
か
村
立
合
い
の
上
、
古
帳

面
に
し
た
が
っ
て
普
請
を
行
う
仕
来
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
普
請
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
堰
形
で
あ
る
上
負
木
三
尺
廻
り
、
下
負
木
四
尺
五
寸
廻
り
、

水
口
一
尺
四
分
、
横
幅
四
尺
七
寸
と
い
う
仕
様
を
、
上
負
木
五
尺
廻
り
、

下
負
木
六
尺
廻
り
、
水
口
一
寸
二
分
、
横
幅
四
尺
九
寸
五
分
に
変
更
し

て
仕
上
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

平
太
郎
堰
は
大
柳
堰
の
よ
う
に
川
の
流
れ
を
堰
留
め
て
用
水
路
へ
水

を
導
く
よ
う
な
施
設
で
は
な
く
、
分
水
口
に
取
り
付
け
て
水
の
量
を
調

節
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
。
と
く
に
平
太
郎
堰
の
分
水
口
は
掘
り

下
げ
て
低
く
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
水
が
流
れ
落
ち
や
す
く
な
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
堀
床
に
三
尺
廻
り
程
の
松
丸
太
を
伏
込
み
、
こ
の
上
に
同

様
の
丸
太
を
渡
し
、
こ
の
二
本
の
丸
太
の
間
に
横
幅
五
尺
程
、
高
さ
二

寸
程
の
隙
間
を
あ
け
て
水
口
と
し
、
丸
太
の
上
か
ら
の
流
れ
と
合
わ
せ

（
旧
）

て
一
一
か
所
か
ら
水
を
引
き
入
れ
る
し
く
み
で
あ
っ
た
。
先
の
「
上
負

木
・
下
負
木
」
と
い
う
の
は
こ
の
上
下
の
丸
太
の
こ
と
で
、
「
水
口
」

は
丸
太
の
隙
間
の
水
口
を
、
「
横
幅
」
は
水
口
の
幅
を
さ
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
下
筋
三
か
村
の
言
い
分
で
は
、
上
下
負
木
に
太
い
丸
太
を

使
い
、
水
口
を
狭
め
る
な
ど
、
上
中
二
か
所
か
ら
の
引
水
を
制
限
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
分
水
量
を
減
少
さ
せ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
下
筋
の
三
か
村
は
用
水
堰
元
の
宮
山
村
に
、
こ
れ
で
は
水
下



た
の
で
あ
る
。

安
政
四
年
の
争
論
も
ま
た
、
岡
田
・
小
谷
・
大
蔵
村
の
上
筋
三
か
村

の
堰
普
請
の
仕
方
に
つ
い
て
、
一
之
宮
・
田
端
・
萩
園
村
の
下
筋
三
か

村
が
異
議
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
件
で
は
実
際
に
幕
府
に
訴

状
が
提
出
さ
れ
、
評
定
所
の
吟
味
を
受
け
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
済
口

（
副
）

証
文
に
よ
っ
て
両
者
の
主
張
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

訴
訟
方
で
あ
る
下
筋
一
一
一
か
村
が
第
一
に
持
ち
出
し
て
き
た
の
が
天
保

六
年
の
争
論
で
あ
る
。
そ
の
く
わ
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
の

で
省
略
す
る
が
、
訴
訟
方
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
定
め
ら
れ
た
堰
上
と
堰

下
と
の
分
水
量
の
割
合
に
つ
い
て
は
「
一
同
無
差
支
養
方
仕
来
り
候
」

と
い
う
よ
う
に
、
こ
と
さ
ら
異
論
も
な
く
推
移
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
の
時
の
議
定
で
「
年
限
見
様
し
候
上
無
甲
乙
行
届
」
い
た
な
ら

ば
、
定
杭
を
取
り
決
め
る
約
束
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
相
手
方
の

村
々
に
そ
の
気
が
な
く
、
い
ま
だ
実
行
に
移
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
年
限
が
た
つ
に
し
た
が
っ
て
「
水
口
地
元
或
者
上
筋
」
の
村
が

勝
手
な
取
り
計
ら
い
に
お
よ
ん
だ
た
め
に
、
訴
訟
方
の
村
々
で
は
年
々

用
水
が
不
足
気
味
と
な
っ
て
当
惑
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
中
、

当
年
三
月
に
相
手
村
方
の
者
共
が
、
分
水
口
の
丸
太
を
一
一
本
と
も
「
水

敷
」
か
ら
一
尺
五
寸
程
づ
つ
順
々
に
引
き
上
げ
た
上
、
浮
き
上
が
っ
た

枕
木
（
下
負
木
）
の
下
を
「
是
亦
狭
」
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
わ

ず
か
一
寸
程
の
「
透
」
Ⅱ
水
口
か
ら
水
が
洩
れ
る
だ
け
で
、
上
部
か
ら

の
「
洗
流
」
の
水
は
一
滴
も
落
ち
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

１４

割
合
と
す
る
こ
と
で
一
応
の
決
着
を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
分
水
率

を
定
め
る
こ
と
で
事
態
の
収
拾
を
は
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

永
続
的
な
措
置
で
は
な
く
、
三
か
年
の
間
宮
山
村
預
り
で
「
水
行
」
を

試
し
て
み
て
、
も
し
過
不
足
が
あ
る
よ
う
な
ら
ば
さ
ら
に
相
談
し
て
決

め
直
し
、
定
杭
を
定
め
る
と
い
う
注
釈
付
き
の
措
置
で
あ
っ
た
。

以
上
が
一
件
の
経
緯
で
あ
る
が
、
こ
の
解
決
に
際
し
て
は
宮
山
村
が

積
極
的
に
介
入
し
、
両
者
の
調
整
を
は
か
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

よ
う
。
ま
た
当
事
者
双
方
も
宮
山
村
の
調
停
に
か
な
り
期
待
を
掛
け
て

い
る
よ
う
す
が
み
て
と
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
文
政
二
年
の
議
定

書
〔
史
料
２
〕
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る

（
釦
）う

。
む
し
ろ
こ
の
と
き
の
議
定
内
容
よ
り
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
用
水

組
合
の
組
合
村
と
し
て
の
一
体
化
、
組
織
化
へ
の
模
索
が
、
堰
元
で
あ

る
宮
山
村
を
中
心
と
し
た
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
の

点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
件
の
当
事
者
で
は
な
い
中
瀬
村
と
大
曲
村

が
、
こ
の
内
済
議
定
の
締
結
に
際
し
て
取
扱
人
と
し
て
名
を
連
ね
る
一

方
で
、
組
合
村
の
一
員
と
し
て
も
連
印
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
組
合
村
内
部
の
個
別
的
な
動
き
が
強
ま
る
一
方
で
、
そ
う
し
た

組
合
村
の
一
体
性
の
強
化
も
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ

の
時
の
内
済
議
定
は
か
な
り
の
留
保
を
つ
け
た
臨
時
的
な
措
置
で
あ
っ

た
た
め
、
内
部
に
紛
争
の
火
種
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
果
た
し
て
平

太
郎
堰
を
め
ぐ
る
下
筋
三
か
村
と
上
筋
三
か
村
の
争
論
は
、
こ
の
一
件

か
ら
一
三
年
後
の
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
再
燃
す
る
こ
と
と
な
っ



が
、
実
は
下
筋
一
一
一
か
村
が
幕
府
に
出
訴
す
る
以
前
に
、
上
筋
三
か
村
側

は
独
自
に
関
東
取
締
出
役
に
対
し
て
訴
願
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

岡
田
・
大
蔵
村
か
ら
領
主
で
あ
る
旗
本
石
川
氏
の
役
人
に
提
出
さ
れ

た
届
書
に
よ
れ
艇
、
春
一
一
一
月
中
に
例
年
の
ご
と
く
上
筋
三
か
村
で
堰
普

請
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
「
当
閏
五
月
一
一
至
右
堰
場
悉
相
破
り
負
木
引

き
上
ヶ
」
ら
れ
て
い
た
。
だ
れ
の
仕
業
か
不
明
で
は
あ
っ
た
が
、
用
水

の
こ
と
で
あ
る
の
で
下
筋
三
か
村
の
仕
業
に
違
い
な
い
と
考
え
、
村
々

で
相
談
し
て
関
東
取
締
出
役
に
出
訴
す
る
こ
と
と
な
り
、
惣
代
と
し
て

役
人
両
三
人
が
出
府
し
た
。
そ
の
後
下
筋
三
か
村
の
村
役
人
が
来
て
、

「
平
太
郎
堰
普
請
不
正
二
付
出
訴
」
す
る
の
で
上
筋
三
か
村
の
地
頭
所

姓
名
書
を
差
し
出
す
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
が
、
す
で
に
関
東
取
締
出
役

へ
の
訴
願
に
出
府
し
て
い
た
の
で
断
っ
た
と
こ
ろ
、
「
右
役
人
共
何
れ

江
相
願
候
哉
、
其
侭
出
府
仕
候
様
子
」
で
あ
る
と
い
う
。

な
ぜ
上
筋
三
か
村
が
訴
願
先
と
し
て
関
東
取
締
出
役
を
選
ん
だ
の
か

は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
こ
の
訴
願
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ

た
の
か
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
下
筋
三
か
村
が
訴
訟
を
起

こ
す
前
に
上
筋
三
か
村
で
も
訴
訟
の
準
備
を
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
堰

普
請
の
仕
方
に
不
正
が
あ
る
と
す
る
上
筋
に
対
し
て
、
下
筋
で
は
堰
が

破
壊
さ
れ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
な
ど
、
状
況
の
認
識
に
お
い
て
も
当

初
か
ら
両
者
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
両
者
の
主
張

に
隔
た
り
が
あ
る
の
も
当
然
で
、
そ
の
た
め
な
か
な
か
「
熟
談
」
が
整

わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
宮
山
村
の
ほ
か
に
藤
沢
宿
、
須
賀
（
平

１５

こ
で
相
手
方
の
村
役
人
へ
掛
け
合
っ
た
と
こ
ろ
、
「
去
々
卯
年
中
地
震
」
、

す
な
わ
ち
安
政
二
年
の
地
震
以
来
両
縁
の
破
損
箇
所
を
修
復
し
た
だ
け

で
、
そ
の
ほ
か
非
難
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
は
一
切
し
て
い
な
い
と
い

っ
て
取
り
合
わ
な
い
ば
か
り
か
、
訴
訟
方
こ
そ
丸
太
の
上
端
を
削
り
取

る
な
ど
理
不
尽
に
手
入
れ
を
し
て
い
る
な
ど
と
言
い
掛
か
り
を
受
け
る

始
末
で
あ
る
。
堰
普
請
に
つ
い
て
は
、
新
規
・
修
復
に
関
わ
ら
ず
訴
訟

方
と
宮
山
村
が
立
ち
合
う
議
定
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
「
不
実
」
の

取
り
計
ら
い
も
な
か
っ
た
の
で
任
せ
切
り
に
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
こ

の
よ
う
な
「
我
意
勝
手
而
巳
仕
」
る
の
は
「
難
渋
至
極
」
ゆ
え
出
訴
に

お
よ
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
相
手
方
で
あ
る
上
筋
三
か
村
は
、
年
月
が
た
っ
て
上

負
木
や
下
枕
木
な
ど
に
浮
き
沈
み
が
で
き
た
せ
い
か
、
近
年
は
「
順

水
」
が
悪
く
な
っ
て
用
水
が
不
足
し
て
い
た
。
そ
こ
で
三
月
中
に
堰
の

修
復
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
両
縁
の
破
損
箇
所
の
ほ
か
、
堰

の
上
下
か
ら
「
洩
水
」
が
し
て
い
た
の
で
、
訴
訟
方
村
々
の
分
水
量
よ

り
余
分
の
流
水
分
に
つ
い
て
修
復
を
行
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
上
負
木
や

下
枕
木
に
細
工
を
し
た
り
、
水
路
を
妨
げ
る
な
ど
、
田
作
の
仕
付
け
方

に
故
障
が
あ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
「
先
規
之
姿
通

り
」
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
方
か
ら
は
何
の
掛
け
合
い
も

な
く
、
「
事
実
不
都
合
之
儀
」
を
書
き
飾
っ
て
出
訴
す
る
な
ど
心
得
え

が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
上
筋
三
か
村
は
、

こ
こ
で
は
相
手
方
の
立
場
に
た
っ
て
反
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る



本
稿
で
は
花
川
用
水
組
合
の
内
部
秩
序
に
つ
い
て
、
と
く
に
堰
普
請

（
釧
）

の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
こ
れ
を
通
次
的
に
み

る
な
ら
ば
、
大
き
く
二
つ
の
画
期
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
大
柳
堰
の
請
負
普
請
慣
行
が
成
立
す
る
延
宝
ｌ
正
徳
期
と
、

新
た
な
秩
序
の
形
成
を
模
索
し
は
じ
め
る
文
政
期
以
降
の
時
期
で
あ
る
。

と
く
に
近
世
後
期
に
は
、
大
柳
堰
に
お
け
る
普
請
請
負
慣
行
の
動
揺
と
、

平
太
郎
堰
の
普
請
に
関
す
る
争
論
と
が
並
行
し
て
、
し
か
も
密
接
に
関

わ
り
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

に
「
実
意
」
の
取
り
計
ら
い
を
も
っ
て
「
和
融
」
す
る
こ
と
と
規
定
し

て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
宮
山
村
の
堰
元
と
し
て
の
責
任
が
再
確

認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
た
当
事
者
で
は
な
い
中
瀬

村
と
大
曲
村
に
対
し
て
も
、
奥
書
の
中
で
「
仮
令
今
般
論
外
二
候
共
、

中
瀬
村
・
大
曲
村
江
も
是
迄
之
通
示
談
行
届
候
上
潤
水
致
候
様
申
合
取

計
可
申
候
」
と
規
定
し
、
奥
印
を
取
っ
て
い
る
。
争
論
に
お
け
る
対
処

と
い
う
面
で
用
水
組
合
の
動
向
を
み
れ
ば
、
や
は
り
宮
山
村
を
中
心
と

し
た
組
合
村
の
組
織
的
な
強
化
と
意
識
と
し
て
の
一
体
性
の
強
化
、
さ

ら
に
は
村
々
の
平
等
化
へ
の
指
向
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
局
面
で
み
て
も
、
安
政
四
年
の
争
論
は
天
保
六
年
の
争
論
の
延

長
線
上
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

１６

塚
市
）
・
茅
ヶ
崎
・
宮
前
村
（
藤
沢
市
）
が
扱
人
に
た
っ
て
く
り
か
え

し
説
得
に
あ
た
っ
た
こ
と
で
よ
う
や
く
内
済
と
な
っ
た
。

内
済
に
あ
た
っ
て
は
、
水
底
土
面
に
関
わ
ら
ず
下
枕
木
上
面
よ
り
七

寸
掘
り
下
げ
る
こ
と
、
上
負
木
と
下
枕
木
の
間
を
隙
間
一
寸
四
分
、
横

幅
四
尺
九
寸
と
す
る
こ
と
、
上
負
木
は
新
た
に
取
り
替
え
、
二
尺
八
寸

廻
り
、
長
さ
三
間
五
寸
と
す
る
こ
と
、
下
枕
木
は
古
木
を
用
い
る
こ
と

と
い
っ
た
堰
の
仕
様
が
定
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
当
年
の
普
請
は
扱
人

が
引
き
受
け
、
明
年
か
ら
従
来
通
り
岡
田
・
小
谷
・
大
蔵
村
で
行
な
う

こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
定
杭
に
つ
い
て
は
、
一
同
が
立
ち
合
っ
て
打
ち

立
て
、
今
後
争
論
が
起
き
な
い
よ
う
に
代
官
の
手
附
と
各
村
の
領
主
の

（
調
）

家
臣
が
立
ち
△
ロ
っ
て
見
分
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
の
争
論
で
は
、
組
合
村
内
部
の
個
別
的
な

主
張
が
強
ま
る
一
方
で
、
宮
山
村
を
中
心
と
し
た
組
合
村
の
一
体
性
強

化
へ
の
指
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
安
政
四
年
（
一
八
五

七
）
の
争
論
で
は
済
口
証
文
と
い
う
史
料
の
性
格
に
も
あ
っ
て
宮
山
村

の
具
体
的
な
動
向
は
つ
か
め
な
い
が
、
そ
れ
で
も
平
太
郎
堰
の
普
請
に

際
し
て
は
、
「
大
破
小
破
」
に
関
わ
ら
ず
下
筋
三
か
村
と
と
も
に
立
ち

合
っ
て
普
請
の
出
来
具
合
を
見
届
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

済
口
証
文
の
締
め
の
文
言
と
し
て
、
以
来
双
方
の
村
々
の
内
で
余
分
に

水
を
引
く
村
や
、
あ
る
い
は
用
水
が
不
足
し
て
耕
作
に
差
支
え
る
よ
う

な
村
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
一
件
の
当
事
者
で
あ
る
六
か
村
は
申
す
に
及

ば
ず
、
宮
山
村
の
役
人
も
立
ち
合
っ
て
、
「
平
等
二
遵
行
」
す
る
よ
う



域
社
会
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
旧
秩
序
が
動
揺
し
、
矛
盾
が
噴

出
し
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
そ
の

反
作
用
と
し
て
そ
れ
ら
の
進
展
を
押
し
止
め
よ
う
と
す
る
力
も
ま
た
強

く
な
っ
て
く
る
。
組
合
村
の
内
部
秩
序
の
問
題
に
目
を
向
け
れ
ば
、

村
々
の
個
別
性
が
強
ま
る
一
方
で
、
組
合
村
と
し
て
の
一
体
性
を
も
追

及
す
る
と
い
う
一
見
相
反
す
る
状
況
が
同
時
並
行
的
に
進
展
す
る
こ
と

と
な
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
止
揚
す
る
た
め
に
も
組
合
村
の
組
織
的
強

化
が
指
向
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
一
つ
の
共

通
項
と
し
て
括
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
本
稿
で
検
証
し
た
花
川
用

水
な
ら
び
に
用
水
組
合
の
動
向
も
ま
た
、
こ
う
し
た
変
化
か
ら
自
由
で

は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
て
き
た
内
部
秩
序

を
、
そ
の
一
体
性
や
組
織
性
の
面
か
ら
み
て
組
合
村
に
お
け
る
「
公
共

（
妬
）

性
」
の
追
及
と
捉
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
捉
え
方
が
可

能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
問
題
は
こ
う
し
た
諸
関
係
が
近
代
社

会
の
中
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
あ
る
い
は
変
容
し
て
い
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
○
）
四
月
一
一
十
三
日
に
交
わ
さ
れ
た
「
平

太
郎
堰
伏
換
規
約
書
」
に
よ
れ
ば
、
平
太
郎
堰
の
伏
替
に
つ
い
て
は

「
安
政
四
巳
年
閏
五
月
之
済
口
書
面
二
記
載
ア
レ
共
、
猶
遺
漏
之
廉
々

発
見
候
二
付
、
此
度
示
談
之
上
其
遺
漏
ノ
廉
々
ハ
左
記
図
面
ノ
通
り
造

製
致
シ
、
皇
モ
異
論
無
之
二
付
、
後
年
又
々
腐
朽
・
欠
損
二
及
ビ
新
二

（
マ
マ
）

（
”
）

造
製
ス
ル
ト
キ
ハ
都
テ
此
形
状
尺
度
及
ビ
法
方
ニ
ョ
ル
ベ
、
ン
」
と
あ
る
。

1７

そ
う
し
た
旧
秩
序
の
変
容
の
転
換
点
と
し
て
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

の
議
定
書
〔
史
料
２
〕
を
位
置
づ
け
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
鍵
を
握

る
の
が
宮
山
村
で
あ
る
。
大
柳
堰
の
普
請
請
負
慣
行
で
言
え
ば
、
そ
れ

は
組
合
村
内
部
で
の
不
満
を
背
景
に
、
請
負
人
と
組
合
村
々
と
の
堰
給

米
を
媒
介
に
し
た
個
別
的
な
関
係
か
ら
、
こ
れ
を
村
の
管
理
下
に
置
く

こ
と
で
村
と
村
と
の
公
的
な
関
係
に
切
替
え
、
村
内
部
を
こ
れ
に
応
じ

た
体
制
に
変
え
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
太
郎
堰
を
め
ぐ
る

争
論
で
は
、
宮
山
村
が
外
部
的
に
も
「
堰
元
の
村
」
と
し
て
花
川
用
水

の
全
体
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
よ
う
に
な
る
一
方
で
、
用
水
組
合
自
体

が
宮
山
村
を
中
心
と
し
た
組
合
の
組
織
的
強
化
と
一
体
性
の
強
化
を
指

向
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
両
方
の
動
き
が
同
時
並
行
的
に
進
め
ら

れ
た
の
が
、
近
世
後
期
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ま
ざ
ま
に
く
り
か
え
さ
れ
る
争
論
が
、
用
水
組
合
の
一
体
性
の
意

識
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
、
あ
る
い
は
用
水
組
合
自
体
を
よ
り
は
っ
き

り
と
し
た
組
織
体
に
か
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の

過
程
で
形
成
さ
れ
て
く
る
新
秩
序
は
、
旧
秩
序
が
も
っ
て
い
た
不
透
明

性
を
克
服
し
な
が
ら
、
徹
底
し
た
平
等
化
、
個
別
化
へ
の
指
向
性
を
標

傍
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
近
年
の
水
利
史
研
究
が
と
く
に
強
調
し
て

（
あ
）

き
た
点
で
あ
る
。
つ
け
く
わ
え
て
一
一
一
一
口
う
な
ら
ば
、
争
論
が
頻
発
し
、
こ

れ
が
く
り
か
え
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、

旧
来
の
秩
序
が
現
実
の
社
会
の
動
向
と
あ
わ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
近
世
後
期
の
村
社
会
あ
る
い
は
地



注
１
喜
多
村
俊
夫
氏
に
よ
る
『
日
本
潅
概
水
利
慣
行
の
史
的
研
究

（
総
論
篇
）
』
は
、
水
利
史
に
お
け
る
総
合
的
な
研
究
と
し
て
、

現
時
点
に
お
い
て
も
そ
の
輝
き
を
失
っ
て
い
な
い
が
、
「
は
じ
め

に
」
で
述
べ
た
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
も
、
原
初
的
に
で
は
あ
る

が
す
で
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
水
利
史
に
お
い
て
は
、

領
主
的
契
機
を
考
慮
し
な
が
ら
も
、
水
利
組
織
の
自
治
的
性
格
を

高
く
評
価
す
る
喜
多
村
氏
の
見
解
と
、
村
の
自
治
的
性
格
よ
り
領

主
支
配
策
の
実
現
機
構
と
し
て
の
役
割
を
重
視
す
る
上
杉
允
彦
氏

の
対
立
す
る
見
解
（
「
近
世
の
用
水
管
理
と
村
機
能
」
『
史
観
』
第

別
冊
）
が
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
そ
れ
を
二
者
択
一
の
議
論
と
し

て
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
社
会
の
な
か
で
そ
れ
ら
が
ど
の

よ
う
に
関
係
し
合
い
、
内
在
化
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
点
が
問

題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
（
註
２
参
照
）
。

２
こ
こ
で
は
近
年
の
水
利
史
研
究
の
成
果
と
し
て
、
大
塚
英
二
氏

の
研
究
（
「
水
利
秩
序
の
変
容
と
地
域
・
村
落
間
格
差
ｌ
近
世
後

期
の
遠
州
地
方
の
用
水
相
論
を
通
し
て
ｌ
」
『
地
方
史
静
岡
』
第

一
七
号
）
と
、
貝
塚
和
実
氏
の
研
究
（
「
近
世
水
利
秩
序
の
構
造

と
展
開
ｌ
武
蔵
国
横
見
郡
を
対
象
と
し
て
ｌ
」
『
埼
玉
県
史
研
究
』

第
二
五
号
）
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
両
氏
と
も
水
利
の
問
題
を
地

域
（
社
会
）
論
の
視
点
で
捉
ら
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
争
論
や
用
水
組

合
の
機
能
・
動
向
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域

（
水
利
）
秩
序
の
構
造
や
形
成
・
変
容
と
い
っ
た
問
題
を
追
及
し

て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
大
塚
氏
は
こ
れ
に
「
村

落
・
地
域
間
格
差
」
と
い
っ
た
視
点
を
導
入
し
、
そ
の
総
体
を
地

域
関
係
（
構
造
）
論
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
で
、
村
や
地
域
の

1８

先
述
し
た
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
争
論
の
際
に
交
わ
さ
れ
た
済
口

証
文
の
規
定
は
、
こ
の
明
治
二
十
一
一
一
年
の
段
階
で
も
な
お
生
き
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
規
約
書
に
署
名
し
た
の
は
、
寒
川
村
の
岡

田
・
小
谷
・
大
蔵
・
一
之
宮
・
田
端
と
鶴
ケ
峰
村
の
萩
園
で
あ
り
、
こ

れ
に
立
会
人
と
し
て
寒
川
村
の
中
瀬
・
大
曲
・
下
大
曲
が
、
さ
ら
に
立

入
人
と
し
て
宮
山
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
近
世
の
花
川
用
水
組
合
が
そ

の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
組
織
性
そ
の
も
の
が

継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
用
水
組
合
の
構
成
に
変
化
が

な
け
れ
ば
こ
れ
も
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の

時
代
の
中
で
こ
れ
ら
の
組
織
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
も
っ
て
い
た

（
羽
）

の
か
と
い
う
点
が
や
は
り
問
題
と
な
ろ
う
。

近
世
後
期
の
地
域
社
会
が
つ
ち
か
っ
て
き
た
自
主
的
・
自
律
的
な
地

域
管
理
体
制
が
近
代
の
地
域
社
会
に
継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
近
年
の
組
合
村
研
究
な
い
し
は
地
域
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き

た
点
で
あ
り
、
そ
う
し
た
地
域
論
的
視
点
か
ら
近
世
・
近
代
移
行
期
研

（
”
）

究
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
踏
み
入
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
今
後
検
討
し
て
み
た
い
課
題
で
あ
る
。



て
い
る
。

５
も
っ
と
も
こ
の
用
水
路
の
全
体
を
花
川
と
称
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
大
柳
堰
か
ら
平
太
郎
堰
付
近
ま
で
を
花
川
と
称
し
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
用
水
組
合
に
し
て
も
史
料
上
の
文
言
で
は
九
ヶ
村
用

水
組
合
な
ど
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
花
川
用
水
、

花
川
用
水
組
合
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

６
表
１
の
反
別
は
各
村
の
明
細
帳
や
高
反
別
帳
な
ど
に
よ
っ
て
作

成
し
た
も
の
で
、
時
代
的
に
も
元
禄
期
か
ら
明
治
期
に
わ
た
っ
て

お
り
、
デ
ー
タ
と
し
て
は
統
一
性
に
欠
け
る
が
だ
い
た
い
の
傾
向

は
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

７
『
寒
川
町
史
』
２
資
料
編
近
世
（
２
）
史
料
肋
一
六
三
（
以
下

『
町
史
２
』
伽
一
六
三
と
略
記
）

８
藤
沢
市
皆
川
邦
直
氏
蔵
。
『
町
史
２
』
に
は
史
料
伽
九
の
御
用

日
記
に
同
文
の
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

９
『
町
史
２
』
恥
一
六
九

Ⅲ
『
町
史
２
』
伽
一
七
一

Ⅱ
例
え
ば
各
村
の
明
細
帳
な
ど
に
、
そ
の
村
の
堰
給
米
の
割
当
て

額
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
（
明
治
三
年
大
蔵
村
明

細
帳
『
町
史
２
』
伽
六
七
な
ど
）

皿
『
町
史
２
』
肋
一
六
○

週
な
お
、
こ
こ
で
は
宮
山
・
岡
田
・
一
之
宮
・
田
端
・
萩
園
村
の

五
か
村
を
組
合
の
村
々
と
し
て
お
り
、
小
谷
・
大
蔵
・
中
瀬
・
大

１９

「
自
治
・
自
律
」
の
問
題
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
貝

塚
氏
は
国
制
史
的
視
点
と
の
対
比
で
、
地
域
の
「
自
立
的
社
会
権

力
」
の
存
在
形
態
や
形
成
・
展
開
の
あ
り
方
を
問
題
と
し
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
示
唆
さ
れ
る
点
が
多
い
。
な
お
、
水
利
・
治
水
史
研

究
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
は
、
貝
塚
氏
「
近
世
水
利
・
治
水
史

研
究
の
現
状
と
課
題
Ｉ
大
谷
貞
夫
『
近
世
治
水
史
の
研
究
』
を
手

が
か
り
に
－
」
（
『
関
東
近
世
史
研
究
』
第
一
一
三
号
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

３
摂
津
国
島
上
郡
の
三
ケ
牧
組
を
題
材
に
、
領
主
権
力
の
規
定
性

と
村
々
の
自
立
性
と
い
う
相
克
の
な
か
で
、
組
合
村
の
多
元
性
と

可
動
性
の
問
題
を
論
じ
た
、
石
原
桂
子
氏
の
研
究
（
「
近
世
水
利

組
織
と
村
落
ｌ
淀
川
右
岸
中
流
域
三
ケ
牧
組
四
ヶ
村
を
中
心
に

ｌ
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ァ
』
第
一
○
一
号
）
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、

近
年
の
組
合
村
・
地
域
を
め
ぐ
る
研
究
史
の
整
理
と
問
題
点
に
つ

い
て
は
、
大
塚
英
二
氏
「
郡
中
議
定
に
な
ぜ
注
目
す
る
の
か
」

（
『
新
視
点
日
本
の
歴
史
５
近
世
編
』
新
人
物
往
来
社
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

４
花
川
用
水
の
概
念
図
は
、
茅
ケ
崎
市
鈴
木
喜
明
氏
所
蔵
の
絵
図

一
一
枚
を
も
と
に
、
寒
川
神
社
所
蔵
の
絵
図
を
加
味
し
て
作
成
し
た
。

鈴
木
氏
所
蔵
の
絵
図
は
平
太
郎
堰
を
め
ぐ
る
争
論
の
絵
図
と
考
え

ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
う
ち
一
点
は

『
寒
川
町
史
』
２
資
料
編
近
世
（
２
）
の
口
絵
と
し
て
収
録
さ
れ



こ
で
も
堰
給
米
の
こ
と
が
権
益
の
論
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
、
宮
山

村
や
一
之
宮
・
田
端
村
が
扱
人
と
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
組
合

村
と
し
て
と
く
に
め
だ
っ
た
動
き
は
み
ら
れ
な
い
。
史
料
的
制
約

は
あ
る
が
、
近
世
中
期
に
め
だ
っ
た
争
論
が
な
く
、
後
期
に
な
っ

て
起
き
て
く
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
組
合
村
に
危

機
感
を
も
た
せ
、
こ
う
し
た
対
応
を
促
し
た
と
い
え
よ
う
。

別
『
町
史
２
』
肋
一
七
一

躯
『
町
史
２
』
肋
一
七
○

躯
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
○
）
の
「
平
太
郎
堰
伏
換
規
約
書
」

（
入
沢
章
氏
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
栗
木
の
定
杭
を
四
本
作
り
、
そ
れ

ぞ
れ
堰
の
中
央
か
ら
巳
東
二
丈
七
尺
五
寸
、
戎
亥
西
二
丈
三
尺
五

寸
、
未
申
南
一
丈
九
尺
一
寸
、
丑
北
一
丈
六
寸
の
四
か
所
の
位
置

に
建
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
に
は
「
用
水
堰
定
杭
」
、
右
脇
に
は

「
上
負
木
上
面
ョ
リ
印
マ
テ
ー
尺
七
寸
、
下
枕
木
上
面
ョ
リ
印
マ

テ
ニ
尺
七
寸
」
、
左
脇
に
は
「
此
杭
江
手
を
附
へ
か
ら
す
」
の
文

字
が
書
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。

別
組
合
村
の
一
体
性
の
検
証
や
、
地
域
社
会
に
お
け
る
利
害
関
係

の
総
体
的
な
把
握
の
た
め
に
は
、
組
合
外
の
他
村
、
他
組
合
と
の

関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
花
川
用
水
組
合
で
も
、
明
和

八
年
（
一
七
七
二
に
、
目
久
尻
川
上
流
の
国
分
村
（
海
老
名

市
）
が
築
い
た
新
堰
を
め
ぐ
っ
て
争
論
が
起
こ
っ
て
い
る
が

（
『
町
史
２
』
肋
一
六
四
）
、
こ
れ
ら
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の

2０

曲
村
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
「
古
高
四
千
石
余
」
と
称

し
て
お
り
、
こ
の
点
は
九
か
村
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
詳
細

は
不
明
で
あ
る
。

ｕ
石
堰
に
つ
い
て
は
、
翌
年
三
月
に
と
く
に
分
水
量
や
堰
普
請
に

つ
い
て
従
来
通
り
を
厳
守
し
、
今
後
「
新
法
」
を
企
て
な
い
こ
と

で
「
和
談
」
が
成
立
し
（
『
町
史
２
』
史
料
一
六
二
、
さ
ら
に
翌

四
月
に
は
石
堰
の
口
を
一
尺
六
寸
五
分
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

た
（
『
町
史
２
』
史
料
一
六
二
）
。
平
太
郎
堰
に
つ
い
て
は
史
料
が

残
っ
て
い
な
い
の
で
そ
の
後
の
経
過
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら

く
は
石
堰
に
準
じ
た
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

旧
『
町
史
２
』
肋
一
六
八

肥
『
町
史
２
』
肋
一
六
九

Ⅳ
『
町
史
２
』
肋
一
七
二

肥
『
町
史
２
』
肋
一
六
七

岨
『
町
史
２
』
肋
一
七
一

別
こ
う
し
た
動
き
は
先
に
検
討
し
た
宝
永
四
年
（
一
七
○
七
）
の

石
堰
・
平
太
郎
堰
の
争
論
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
の
争
論
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
残

念
な
が
ら
用
水
組
合
内
部
の
状
況
を
示
す
よ
う
な
史
料
は
伝
わ
っ

て
い
な
い
。
現
時
点
で
は
用
水
の
配
分
を
め
ぐ
っ
て
萩
園
村
が
田

端
村
を
訴
え
た
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
の
争
論
が
確
認
で
き

る
程
度
で
あ
る
（
『
町
史
２
』
肋
八
の
御
用
留
所
収
）
。
た
だ
、
こ



課
題
と
し
た
い
。

別
大
塚
氏
前
掲
註
３
論
文

と
し
て
、
今

即
註
路
史
料

肥
こ
う
し
た

久
留
島
浩
氏
は
、
組
合
村
入
用
・
郡
中
入
用
の
問
題
を
近
代
の

「
地
方
税
」
「
民
費
」
の
歴
史
的
前
提
と
し
て
捉
ら
え
、
そ
こ
に

一
定
度
の
「
公
共
性
」
の
形
成
が
み
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
歴
史

的
意
義
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
（
「
『
地
方
税
』
の
歴
史
的
前
提

ｌ
郡
中
入
用
・
組
合
村
入
用
か
ら
民
費
、
地
方
税
へ
ｌ
」
『
歴
史

学
研
究
』
六
五
二
号
）
。
と
く
に
近
世
に
お
け
る
「
公
共
性
」
の

形
成
と
い
う
問
題
提
起
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
・
形
態
を
も
ち
、

し
か
も
重
層
的
に
展
開
す
る
組
合
村
、
あ
る
い
は
地
域
そ
の
も
の

を
総
体
と
し
て
考
え
て
い
く
上
で
の
一
つ
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
て
、
今
後
議
論
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

2６２５

こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
○
）
に
完

成
し
た
左
岸
用
水
の
開
削
計
画
の
中
で
、
花
川
用
水
組
合
が
ど
の

よ
う
な
動
き
を
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
興
味
の
も
た
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

註
２
の
大
塚
・
貝
塚
論
文
参
照

2１


