
多
摩
川
の
水
害
と
万
葉
歌
碑
に
つ
い
て

矢

嶋

吉

一
、
は
じ
め
に

多摩川の水害と万葉歌碑について

昭
和
四
十
九
年
九
月
一
日
の
台
風
十
六
号
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
集
中
豪
雨
の
た
め
、
多
摩
川
が
氾
濫
し
て
、
東
京
都
狛
江
市
の
猪

方
(
い
の
か
た
)
付
近
の
堤
防
が
決
壊
し
て
、
沿
岸
十
九
戸
の
民
家
が
濁
流
に
呑
ま
れ
て
流
失
し
た
惨
事
は
、
な
お
世
人
の
記
憶
に
新
た

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
に
は
、
多
年
に
わ
た
っ
て
粒
々
辛
苦
の
結
晶
と
し
て
漸
く
新
築
し
た
ば
か
り
の
家
も
あ
り
、
そ
の
他
物
心
両
方
面
へ
の
衝
撃
は

大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

被
災
さ
れ
た
方
々
の
悲
し
み
も
ひ
と
し
お
の
こ
と
と
推
察
し
、
心
か
ら
復
興
の
速
や
か
な
ら
ん
こ
と
を
祈
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な

不
測
の
災
害
の
防
止
に
つ
い
て
の
適
切
な
施
策
の
樹
立
を
の
ぞ
み
た
い
。

こ
の
被
災
地
は
小
田
急
電
鉄
の
和
泉
多
摩
川
駅
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
多
摩
川
を
登
戸
方
面
へ
渡
る
鉄
橋
の
手
前
の
す
ぐ
東
方
の
堤
防
付
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近
の
新
し
い
住
宅
造
成
地
で
あ
る
。
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そ

こ
の
災
害
に
つ
い
て
は
、
既
に
各
方
面
か
ら

T
X
2
v
の
調
査
が
進

め
ら
れ
、
災
害
の
原
因
の
究
明
や
今
後
の
施
策
の
樹
立
に
努
力
が
重

ね
ら
れ
て
い
る
。
公
け
の
調
査
機
関
と
し
て
の
「
多
摩
川
災
害
調
査

技
術
委
員
会
」
の
調
査
に
よ
る
最
終
報
告
書
も
、
既
に
建
設
省
に
提

出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
新
聞
紙
上
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

研究地域付近略図

う
な
災
害
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
天
災
に
よ
る
も
の
か
、
人
災
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
は
、
各
地
の
災
害
の
た
び
に
議
論
さ
れ
、
そ
れ
が

被
災
者
へ
の
補
償
問
題
と
も
関
連
し
て
微
妙
な
問
題
を
も
う
て
い
る

が
、
厳
正
な
科
学
的
立
場
か
ら
の
調
査
研
究
に
基
づ
く
論
議
と
と
も

に
、
広
い
視
野
か
ら
の
社
会
福
祉
の
立
場
も
考
慮
し
て
円
満
な
解
決

第 1図

に
至
る
よ
う
に
切
望
し
た
い
。

ニ
、
多
摩
川
の
流
路
と
被
災
地
の
周
辺

多
摩
川
は
関
東
山
地
の
南
部
の
山
々
に
源
を
発
し
、
山
間
部
で
は

丹
波
川
と
呼
ば
れ
て
深
い
峡
谷
を
う
が
ち
、
激
流
を
な
し
て
い
る

が
、
山
地
の
東
麓
の
青
梅
市
付
近
か
ら
流
路
を
や
や
南
東
に
か
え
て

多
摩
川
(
玉
川
)
と
い
わ
れ
、
武
蔵
野
台
地
と
多
摩
丘
陵
の
間
を
南



東
流
し
、
下
流
の
河
口
近
く
で
は
六
郷
川
と
も
呼
ば
れ
、
東
京
都
大
田
区
と
川
崎
市
と
の
境
を
な
し
て
東
京
湾
に
注
い
で
い
る
。

享
保
二
十
年
(
一
七
三
五
)
に
刊
行
さ
れ
た
宮
)
田
沢
義
章
の
「
武
蔵
野
地
名
考
」
に
は
「
玉
河
」
と
題
し
て
、

西
の
方
、
甲
信
二
州
の
山
中
よ
り
、
武
州
多
波
山
の
幽
谷
を
流
れ
出
で
、
橘
樹
郡
羽
田
の
浦
の
か
た
に
て
海
に
帰
す
、
凡
四
十
余
皇
、
矢
口
の
渡
し

も
此
川
の
す
ゑ
な
り

と
記
し
て
い
る
。
多
摩
川
の
水
源
や
川
の
呼
称
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
、
が
、
文
政
八
年
(
一
入
二
五
)

上
梓
の
ハ
4
)
仲
田
惟
善
の

東

都
近
郊
図
」
の
註
記
に
は

玉
)11 

水
源
ハ
甲
州
一
ノ
瀬
ト
云
ヘ
ル
幽
谷
ヨ
リ
出
、
武
州
秩
父
郡
ノ
山
水
落
合
多
麻
郡
羽
村
辺
迄
ヲ
多
波
川
ト
唱
夫
ヨ
リ
下
玉
川
ト
云

に
刊
行
さ
れ
た
ハ
5
〉
堀
家
愛
政
の
「
東
都
近
郊
の
み
ち
し
る
べ
」
の
註
記
に
は

と
あ
り
、
弘
化
四
年
(
一
八
四
七
)

玉
川

水
源
ハ
甲
州
都
留
郡
丹
波
山
ニ
発
シ
諸
川
会
流
シ
武
州
秩
父
郡
-
一
歪
又
諸
川
落
合
多
麻
郡
羽
村
辺
迄
ヲ
多
波
川
ト
云
夫
ヨ
リ
下
ヲ
玉
川
ト
云

多摩川の水害と万葉歌碑について

と
あ
る
。
そ
の
他
こ
れ
と
同
様
な
説
は
江
戸
後
期
に
刊
行
さ
れ
た
武
蔵
野
の
ハ
6
×
7
〉(
8
X
Z
地
誌
の
記
述
や
江
戸
近
郊
の

au地
図
の
註
記

な
ど
に
も
あ
る
。
多
摩
川
の
水
源
は
主
と
し
て
甲
武
の
国
境
付
近
の
山
地
に
あ
っ
て
、
途
中
日
原
川
・
平
井
川
・
秋
川
・
浅
川
そ
の
他
の

水
系
と
会
し
て
、
武
蔵
野
台
地
と
多
摩
丘
陵
の
聞
を
南
東
流
し
て
い
る
。

多
摩
川
と
秋
川
と
の
合
流
点
あ
た
り
か
ら
漸
く
河
道
は
ゆ
る
や
か
に
な
り
、
広
い
洪
沼
地
を
形
成
し
て
い
る
が
、
と
く
に
、
そ
の
下
流

部
で
は
水
路
の
蛇
行
が
著
し
く
、
古
来
し
ば
し
ば
氾
濫
を
く
り
か
え
し
た
。

土
木
学
会
編
の
白
〉
「
明
治
以
前
日
本
土
木
史
」

に
よ
る
と
、

多
摩
川
の
沿
岸
に
堤
防
を
築
造
し
は
じ
め
た
の
は
江
戸
時
代
初
期
で
、

そ
の
後
、
享
保
年
間
(
一
七
一
四
l
一
七
三
五
)
に
耕
地
開
拓
の
必
要
上
、
府
中
付
近
で
堤
防
を
つ
く
り
、
流
路
を
正
す
な
ど
し
て
治
水

75 

に
力
を
用
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
中
流
以
下
の
沿
岸
で
は
度
々
の
氾
濫
に
よ
っ
て
多
き
な
炎
害
を
蒙
っ
た
こ
と
が
そ
の
他
の
諸



で
あ
る
。

警
に
見
え
て
い
る
。
先
年
の
被
炎
地
付
近
か
ら
下
流
の
沿
岸
で
は
殊
に
蛇
行
が
著
し
く
、
堤
防
の
決
壊
や
流
路
の
変
化
が
著
し
か
っ
た
の

:76 

徳
川
幕
府
も
治
水
事
業
に
力
を
注
い
だ
が
、
多
摩
川
の
中
流
以
下
の
沿
岸
で
は
し
ば
し
ば
氾
濫
の
厄
に
遭
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
以
後

態
も
皆
無
で
は
な
か
っ
た
。

土
木
技
術
の
発
達
や
治
水
政
策
の
実
施
に
伴
っ
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
ほ
ど
の
炎
害
は
減
少
し
た
と
は
い
え
、
先
年
の
水
害
の
如
き
事

~， ~ 号、

宿河原堰堤(中央は爆破地点)

(昭49.10.10筆者撮影)

写真1

こ
の
被
炎
地
の
場
合
は
、
そ
の
対
岸
の
神
奈
川
県
川
崎
市
の
宿
河
原
地
区
か

ら
、
あ
た
か
も
多
摩
川
の
流
路
を
遮
断
す
る
か
の
よ
う
に
突
出
し
た
コ
ン
ク
リ
l

ト
の
「
宿
河
原
堰
堤
」
と
い
う
堰
堤
が
あ
っ
て
、
平
素
は
こ
の
堰
堤
に
は
ば
ま
れ

た
水
は
、
堰
堤
の
先
端
を
迂
回
し
て
狛
江
市
猪
方
地
区
の
側
に
細
い
流
路
を
求
め

て
い
た
。

こ
の
堰
堤
は
、
昭
和
二
十
二
年
に
現
在
の
川
崎
市
の
水
利
組
合
が
農
業
用
水
の

止
水
堰
と
し
て
築
造
し
た
も
の
と
い
う
。
そ
の
後
、
水
利
組
合
は
解
散
し
た
が
、

そ
の
後
も
こ
の
「
宿
河
原
堰
堤
」
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
炎
害
を
生

じ
た
基
礎
的
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
前
述
の
多
摩
川
炎
害
調
査
技
術
委
員
会
の

報
告
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

先
般
の
集
中
豪
雨
の
時
に
は
、
こ
の
堰
堤
に
よ
っ
て
増
加
し
た
河
水
の
捌
け
口

が
阻
止
さ
れ
た
た
め
、
激
流
が
北
岸
の
猪
方
地
区
に
蛇
行
し
、
堤
防
を
え
ぐ
っ
て



多摩川の水害と万葉歌碑について

玉川万葉歌碑

(昭49.10.10筆者撮影)

写真2

決
壊
し
、
そ
の
外
側
の
住
宅
造
成
地
ま
で
濁
流
が
侵
入
し
て
、
次

ぎ
次
ぎ
に
民
家
を
洗
い
流
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
非
常
手
段
と
し
て
宿
河
原
堰
堤
の
一
部
を
爆
破
し

て
堤
防
外
に
あ
ふ
れ
た
濁
流
を
早
く
河
道
の
方
に
か
え
す
な
ど
の

対
策
を
講
じ
て
、
漸
く
炎
害
の
続
発
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
、
多
摩
川
は
古
来
し
ば
し
ば
氾
濫
し
て
炎
窓
口
を
も

た
ら
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
他
方
に
お
い
て
流
域
の
住
民
に
と
っ

ら
手
織
り
の
布
地
を
産
し
、
古
代
に
武
蔵
国
よ
り
朝
廷
に
奉
っ
た
調
の
布
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
た
。
現
在
で
も
多
摩
川
の
流
域
の
各
地

て
は
「
母
な
る
川
」
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
周
辺
の
地
で
は
古
く
か

に
「
調
布
」
と
い
う
地
名
の
存
在
す
る
の
は
古
代
の
調
と
し
て
の
手
作
り
の
布
に
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

っ
て
い
る
。

近
世
に
玉
川
上
水
が
開
撃
さ
れ
て
か
ら
は
江
戸
の
上
水
の
根
幹
と
な
り
、
現
在
も
多
摩
川
の
水
は
東
京
都
民
の
上
水
道
の
お
も
な
源
と
な

、
玉
川
万
葉
歌
碑
の
由
来
と
水
害
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前
述
の
被
災
地
の
北
西
方
約
一
・
五
キ
ロ
の
狛
江
市
和
泉
の
台
地
上
に
、

い
わ
ゆ
る
「
玉
川
万
葉
歌
碑
」
が
あ
る
。

こ
の
碑
は
万
葉
集
の
東
歌
の
一
つ
で
、
多
摩
川
に
ゆ
か
り
の
深
い
調
布
に
ち
な
ん
だ
歌
を
刻
ん
だ
も
の
で
、
正
面
に
は
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ヨ
タ
麻
河
泊
爾

左
良
須
豆
豆
久
利

左
良
左
良
爾

奈
仁
曾
許
能
児
乃

己

許

太

可

奈

之

伎

」

(
註
)
へ
多
麻
川
に
さ
ら
す
て
づ
く
り
き
ら
き
ら
に
な
に
ぞ
こ
の
児
の
こ
こ
だ
か
な
し
き
J

f

(

万
葉
集
巻
十
四
)
¥

と
万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
、
引
裏
面
に
そ
の
建
立
の
由
来
が
刻
ま
れ
で
あ
る
。
こ
の
碑
は
ハ
ロ
〉
ハ

5
2×
芯
万
葉
集
の
研
究
者
や
歴
史
家
や
文
学

散
歩
の
愛
好
家
な
ど
が
よ
く
訪
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
建
立
の
由
来
を
み
る
と
、
古
代
以
来
、
多
摩
川
の
周
辺
の
人
々
の
生
活
の

一
面
を
知
り
得
る
と
と
も
に
、
多
摩
川
の
過
去
の
氾
濫
と
決
し
て
無
縁
の
存
在
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
碑
の
裏
面
に
記

さ
れ
た
文
に
よ
る
と
碑
は
最
初
、
文
化
二
年
〈
一
八

O
五
)
に
、
江
戸
中
後
期
の
大
政
治
家
で
あ
り
、
且
つ
、
学
芸
に
深
い
理
解
を
も
っ

て
い
た
奥
州
白
河
の
藩
主
松
平
定
信
(
白
河
楽
翁
)
に
請
う
て
正
面
の
歌
を
揮
喜
し
て
も
ら
い
、
裏
面
に
漢
字
で
建
立
の
由
来
を
記
し
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
撰
文
は
白
河
藩
の
広
瀬
典
、
警
は
同
藩
の
大
家
桂
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
撰
に

請
我
老
公
書
其
古
歌
一
首
以
勅
樹
之
多
麻
郡
猪
方
村

と
あ
る
よ
う
に
、

は
じ
め
は
昨
秋
水
害
の
あ
っ
た
猪
方
の
地
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
政
十
二
年
(
一
八
二
九
)

多
摩
川
の
洪
水
に
よ
っ
て
堤
防
が
決
壊
し
、
原
碑
は
流
失
し
た
。
土
地
の
人
々
は
幾
度
か
河
床
の
発
掘
を
行
っ
た
が
遂
に
発
見
で
き
な
か

っ
た
の
で
、
有
志
が
碑
の
再
建
を
企
画
し
、
大
正
十
一
年
(
一
九
二
二
)
に
、
原
碑
の
拓
本
を
模
刻
し
て
旧
態
に
復
す
る
と
と
も
に
、
当
代

の
大
実
業
家
で
あ
り
、
文
化
人
と
し
て
知
ら
れ
た
渋
沢
栄
一
氏
の
援
助
を
請
い
、
再
建
の
由
来
を
同
氏
の
撰
な
ら
び
に
書
に
よ
っ
て
記
し

た
も
の
で
あ
る
。
文
政
十
二
年
の
水
害
で
失
わ
れ
た
原
碑
が
猪
方
の
ど
の
辺
に
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
渋
沢
氏
の
撰
文
に
、

堤

壊
決
し
て
之
を
失
い
し
よ
り
今
方
に
百
年
に
及
ベ
り
云
々
」
と
あ
る
の
を
み
る
と
、
原
碑
は
そ
の
時
決
壊
し
た
多
摩
川
の
堤
防
上
か
あ
る



い
は
そ
れ
に
近
い
と
こ
ろ
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

再
建
の
碑
が
現
在
位
置
に
定
め
ら
れ
た
の
は
、
碑
を
現
在
の
和
泉
の
伊
豆
美
神
社
に
奉
納
し
、
そ
の
境
内
に
地
を
ト
し
た
も
の
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
多
摩
川
の
現
河
床
よ
り
約
二
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
比
高
の
台
地
上
に
あ
る
こ
と
は
、
水
害
べ
の
顧
慮
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

‘
原
一
碑
が
建
立
さ
れ
た
猪
方
付
近
の
江
戸
時
代
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
の
巻
之
百
二
十
七
、
多
摩
郡
之
三
十
九
、

世
田
ヶ
谷
領
の
猪
ノ
方
村
の
条
に

多摩川の水害と万葉歌碑について

猪
ノ
方
村
猪
ノ
方
村
は
、
郡
の
東
南
に
あ
り
、
郷
庄
の
唱
へ
は
伝
へ
ず
、
領
は
世
田
谷
に
属
せ
り
、
江
戸
日
本
橋
よ
り
行
程
五
里
、
村
の
四
境
、

東
は
岩
戸
村
に
境
ひ
、
西
は
和
泉
村
に
援
し
、
南
は
駒
井
村
及
び
多
磨
川
に
そ
い
た
り
、
其
あ
た
り
は
橘
樹
郡
宿
河
原
村
に
交
れ
り
、
北
は
覚
東
村
な

り
、
東
西
七
町
余
、
南
北
六
町
許
、
民
戸
四
十
二
軒
、
地
形
平
か
に
山
林
は
な
し
、
土
性
真
土
に
野
土
交
れ
り
、
陸
田
は
六
分
水
田
は
四
分
に
居
れ
り

一去々

と
あ
る
よ
う
に
、
付
近
の
村
々
に
く
ら
べ
る
と
、
比
較
的
小
さ
い
平
地
の
村
落
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
中
に
「
其
あ
た
り
は
橘
樹
郡
宿
河
原
に
交
れ
り
」
と
あ
る
の
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
宿
河
原
は
現
在
は
猪
方
地
区
の
対
岸

の
川
崎
市
多
摩
区
に
属
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
猪
方
地
区
の
東
方
の
多
摩
川
の
北
岸
に
接
し
て
も
宿
河
原
と
い
う
集
落

が
存
在
す
る
。

多
摩
川
を
は
さ
ん
で
そ
の
両
側
に
同
一
の
地
名
の
集
落
が
存
在
す
る
の
は
、
か
つ
て
こ
の
両
地
域
は
接
続
し
て
い
た
の
が
、
洪
水
の
た

め
、
河
道
が
変
り
、
そ
の
一
部
が
北
岸
沿
い
に
残
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
書
の
巻
之
十
六
橘
樹
郡
之
四
、
宿
河
原
村
の
条
に
、

79 

宿
河
原
村

宿
河
原
村
は
郡
の
北
界
多
磨
川
の
南
の
涯
に
て
二
子
の
渡
よ
り
行
程
五
里
、
村
内
に
宿
と
云
小
名
あ
り
、
此
処
昔
開
墾
の
村
落
な
る
に
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ゃ
、
も
と
よ
り
多
磨
川
の
河
原
な
れ
ば
宿
河
原
を
以
村
名
と
す
る
な
ら
ん
(
中
略
)

今
村
忠
左
衛
門
が
先
祖
某
は
元
和
寛
永
の
頃
駒
井
村
よ
り
移
り
し
と
云
、
そ
の
か
み
駒
井
は
地
の
続
き
し
所
な
れ
ば
、
当
村
も
彼
村
の
校
郷
な
ど
に

や
、
き
れ
ば
役
帳
(
註
H
北
条
家
人
所
領
役
帳
)
に
も
駒
井
宿
河
原
と
高
を
結
で
記
せ
し
な
ら
ん
、
又
役
帳
に
多
磨
川
の
北
の
村
々
を
江
戸
の
庄
に
属

せ
し
・
自
記
し
た
る
に
よ
れ
ば
、
当
所
も
昔
は
此
川
の
北
に
有
し
ゃ
、
川
瀬
の
変
遷
は
常
な
り
、
し
か
の
み
な
ら
ず
今
の
地
形
を
見
る
に
水
中
に
か
け
入

て
地
を
失
ふ
所
多
し
、
試
に
寛
政
年
中
の
地
図
に
照
し
見
れ
ば
、
其
頃
よ
り
今
は
水
流
そ
こ
ば
く
北
に
移
れ
り
、
旧
流
の
跡
は
溜
井
の
如
く
に
し
て
明

か
に
見
ゆ
、
僅
二
十
年
あ
ま
り
の
変
革
か
く
の
如
き
と
き
は
、
二
百
年
前
の
こ
と
思
ひ
や
る
べ
し
、
さ
れ
ば
品
目
は
今
の
瀬
よ
り
進
に
南
を
流
れ
し
な
ら

ん
と
覚
ゆ
、
さ
て
こ
そ
川
北
の
地
と
同
く
江
戸
に
は
属
せ
し
な
る
べ
し
、
今
は
稲
毛
領
に
属
し
て
郷
庄
の
唱
は
失
せ
り
、
戸
数
百
三
十
六
煙
、
村
内
に

散
在
せ
り
一
去
荷

と
記
載
し
て
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
先
般
の
水
害
の
被
災
地
の
猪
方
の
東
方
の
小
集
落
の
宿
河
原
と
、
現
在
は
多
摩
川
の
南
岸
沿
い
に

あ
る
宿
河
原
は
か
つ
て
は
同
一
地
域
に
あ
っ
た
の
が
、
河
道
の
変
選
に
伴
っ
て
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
摩
川
は
そ
の
下
流
で
は
近
世
に
各
地
で
屈
曲
・
乱
流
し
た
り
、
堤
防
を
決
壊
し
た
例
が
少
な
く
な
い
。

前
掲
書
の
巻
之
六
十
一
、
橘
樹
郡
之
四
の
二
子
村
の
記
述
の
な
か
で
、

「
多
摩
川
」
の
項
を
設
け
、
渡
船
に
つ
い
て
対
岸
の
荏
原
郡
瀬

田
村
と
の
聞
の
紛
争
に
つ
い
て
記
述
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
多
摩
川
が
し
ば
し
ば
氾
濫
す
る
の
で
夏
は
船
渡
に
し
、
冬
は
橋
を
架

し
た
こ
と
、
も
と
も
と
こ
の
船
渡
は
二
子
村
の
持
で
あ
っ
た
が
、
洪
水
の
た
び
に
両
岸
の
崖
が
崩
れ
、
流
れ
が
変
っ
て
瀬
田
村
の
方
へ
入

の
訴
訟
の
結
果
、
そ
れ
よ
り
後
は
二
子
・
瀬
田
両
村
よ
り
渡
船
を
出
す

っ
た
た
め
、
そ
の
境
界
争
い
が
起
り
、
天
明
八
年
(
一
七
八
八
)

こ
と
と
な
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
多
摩
川
の
沿
岸
の
各
地
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
幾
度
か
水
害
の
歴
史
を
く
り
か
え
し
て
き
た
地
域
で

あ
る
。



回
、
む

す

び

の
意
図
す
る
武
蔵
野
研
究
の
覚
え
書
き
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
全
国
的
な
視
野
か
ら
み
れ
ば
多
摩
川
の
流
れ
や
そ
の
災
害
の
歴
史
は
、
必

本
稿
は
先
年
の
多
摩
川
の
水
害
の
被
災
地
の
周
辺
の
推
移
を
辿
り
つ
つ
、
歴
史
地
理
の
立
場
か
ら
管
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
筆
者

ず
し
も
大
き
な
も
の
と
は
言
い
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
土
木
技
術
の
水
準
が
高
め
ら
れ
、
当
事
者
の
施
策
も
進
め
ら
れ
て
い
る
現
在
で

は
あ
る
が
、
東
京
の
よ
う
な
巨
大
都
市
の
周
辺
で
は
、
最
近
の
極
端
な
都
市
化
の
た
め
、
住
宅
地
が
無
秩
序
に
拡
大
さ
れ
た
り
、

の
河
床
の
跡
や
池
沼
な
ど
を
埋
め
立
て
、
急
速
に
住
宅
地
を
造
成
す
る
傾
向
が
少
く
な
い
。

か
っ
て

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
地
域
の
災
害
に
つ
い
て
の
一
端
を
の
ぞ
い
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
今
後
の
宅
地
造
成
や
開
発
に
は
、
当
該
地
域
の
現

状
の
把
握
と
と
も
に
、
歴
史
地
理
的
な
見
方
も
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
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