
荒

川

流

域

に

b
け

る

水

塚

佐

木藤

良E

甚

次

郎

佐

々

史

大

羅

腸

一
、
は

カ3

し

き

水
害
が
頻
発
す
る
河
川
の
流
域
住
民
は
、
居
住
空
間
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
れ
に
対
応
し
て
特
色
あ
る
住
家
・
住
居
形
態
を
形

成
す
る
一
方
、
河
岸
に
堤
防
を
築
造
し
て
洪
水
を
防
ぎ
、
さ
ら
に
は
い
く
つ
か
の
集
落
お
よ
び
耕
地
を
含
め
た
一
定
地
域
を
堤
防
で
囲
緯
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し
、
そ
れ
が
水
防
的
共
同
体
を
な
し
て
き
た
場
合
も
多
い
。
明
治
三

O
年
(
一
八
九
七
)
か
ら
開
始
さ
れ
た
内
務
省
の
河
川
改
修
事
業
の

進
捗
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
居
で
水
害
対
策
を
講
ず
る
必
要
性
は
減
じ
た
も
の
の
、
関
東
に
お
け
る
利
根
川
・
中
川
・
荒
川
と
い
っ

た
河
川
の
流
域
に
は
、
水
防
・
避
難
の
た
め
に
形
成
さ
れ
た
囲
堤
や
水
塚
が
少
な
か
ら
ず
存
続
し
て
お
り
、
今
な
お
そ
の
効
用
が
現
実
性

を
も
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。

か
つ
て
利
根
川
中
流
域
の
水
塚
に
つ
い
て
報
告
し
た
が

T
Y
本
稿
は
荒
川
中
・
下
流
域
の
水
塚
に
つ
い
て
調
査
し

筆
者
の
一
人
は
、

た
も
の
で
、
さ
き
に
荒
川
流
域
に
お
け
る
囲
堤
と
水
塚
と
題
し
て
概
要
を
報
告
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
す
ヨ

な
お
、

洪
水
の
様
相
の

地
域
的
差
異
や
囲
堤
の
成
立
と
水
塚
の
形
成
お
よ
び
分
布
と
は
密
接
な
関
係
を
も
つ
が
、
囲
堤
に
関
し
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
、
本
稿
で
は
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水
塚
を
中
心
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ニ
、
洪
水
頻
発
地
と
し
て
の
荒
川
中
・
下
流
域
と
囲
堤
お
よ
び
水
塚
の
形
成

乱
流
・
氾
濫
の
く
り
返
し
で
文
字
通
り
「
荒
れ
川
」
と
し
て
知
ら
れ
た
荒
川
が
、

ほ
ぼ
今
日
の
よ
う
な
流
路
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の

の
い
わ
ゆ
る
「
荒
川
瀬
替
え
」
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
伊
奈
備
前
守
忠
次
に
よ
っ
て
進
め

〈

げ

ら
れ
た
こ
の
河
道
改
修
事
業
は
、
そ
れ
ま
で
熊
谷
の
南
を
通
っ
て
東
に
流
れ
て
い
た
荒
川
(
現
在
の
元
荒
川
)
を
久
下
付
近
か
ら
南
に
導

は
、
寛
永
六

1
一
一
年
(
一
六
二
九

i
三
四
)

き
、
和
田
川
・
吉
野
川
の
川
筋
へ
流
し
て
入
間
川
に
繋
い
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
流
路
は
、
か
つ
て
幾
度
か
河
道
を
変
え
た
荒
川
の
旧
河

道
の
う
ち
の
一
つ
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
荒
川
の
河
床
勾
配
は
熊
谷
あ
た
り
で
急
遷
し
、
，
新
た
に
荒
川
本
流
と
な
っ
た
流
路
は
き
わ

め
て
緩
や
か
に
な
っ
て
お
り
、
著
し
い
蛇
行
を
く
り
返
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
流
速
を
抑
制
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
河
幅
を
広
く

と
る
と
と
も
に
、
断
続
的
に
築
造
さ
れ
た
河
岸
堤
(
水
除
け
)
は
堤
高
を
低
く
抑
え
、
増
水
時
に
随
所
で
溢
流
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

流
勢
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
支
流
の
合
流
点
付
近
に
は
遊
水
池
的
な
機
能
を
も
た
せ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

い
わ
ゆ
る
「
伊
奈
流
(
関
東
流
)
」
と
し
て
知
ら
れ
る
方
式
が
、
こ
の
改
修
事
業
を
特
徴
づ
け
て
い
た
。

集
島田 荒

川
の
瀬
替
え
以
前
に
も
、
こ
の
入
間
川
筋
は
洪
水
の
災
害
の
多
い
地
域
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
初
期
に
書
か
れ
た
鴨
長
明
の
『
発
心

(
第
四
)
に
は
「
武
州
入
間
河
洪
水
の
事
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
河
畔
に
堤
防
を
築
い
て
水
を
防
ぎ
、
そ
の
う
ち
に
田
畠
お
よ
び

集
落
が
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
や
、
洪
水
で
家
屋
が
流
失
す
る
状
況
な
ど
が
記
述
さ
れ
て
い
る
(
立
。

ま
た
、

現
在
の
埼
玉

県
比
企
郡
川
島
町
に
あ
た
る
地
域
で
は
、
文
雄
竿
間
(
一
五
六

O
年
項
)
に
既
に
小
規
模
な
囲
堤
が
存
在
し
て
お
り
、
荒
川
瀬
替
え
に
先

立
っ
て
慶
長
年
中
に
伊
奈
忠
次
が
こ
れ
を
増
築
し
、
こ
れ
以
後
、
川
島
領
囲
堤
(
カ
コ
イ
ヅ
ツ
ミ
)
」

の
名
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
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表 1 荒川の改修および築堤等に関する年表

文禄年間 (1560頃) 1川島領に小規模な図堤存在。

元和年間 (1615-23)I伊奈備前守忠次，川島領の囲堤を増築し，大図堤 8，872

間を築く。

寛永6-11(1629-34) 1荒川瀬替え。

正保年間 (1644-48)I宗岡に佃堤 670余間築造。

慶安年間 (1648-51)I川越藩主松平伊豆守信網，川島領大国堤を補強・増築。

明暦・寛文(1648-70)1横見郡吉見領の堤防決壊多し。

延宝2-4(1674一76)

延宝 8 (1680) 

享保8 (I723) 

享保10 (1725) 

享保20 (1735) 

安永 1 (1772) 

寛政2 (1790) 

享和2 (1802) 

享和3 (1803) 

天保4 (1820) 

文政13 (1830) 

弘化2 (1845) 

弘化3 (1846) 

明治29 (1896) 

明治30 (1897) 

明治44一大正13

(1911-24) 

大正13一昭和12
(1911ー37)

大正14一昭和5

(1925-30) 

北吉見村代官中川が荒川新河道 300聞を掘撃。吉見領ー

ツ木名主原作兵衛，西堂囲堤を築造。

入間川下流河道関撃。

代官松平九郎左衛門，市ノ川下流を直通させて排水の円

滑化を図る。

幕府，河川奉行を設置。

吉見領，堤防 4，400余間を築造。

以後，川島領大図堤の決壊多し。

玉作・相上村の横土堤論争。横土堤修築。

比企・横見郡72カ村と北足立郡下川田谷3カ村とが新堤

論争。

吉見領，小八ツ林堤防 674聞を築造。

吉見領の玉作・相上横土堤の上置普請。吉見領の閥堤を

高さ・幅3尺増築。

川島領，大図堤の国役普請(定式普請)を伊奈代官に訴

えるが不採択。

川越藩主松平斉典，川|島領惣囲堤の 3，400間分を大修築

市ノJII西岸堤防の高さをめぐり，吉見領が川島領を訴え

る。川島領惣囲堤 6，268聞を修築。

河川法制定。

内務省の河川改修事業始まる。

JIl口市より下流24km改修。新河岸J11の新倉河岸より下流

を関撃して改修。

JII口市より上流，熊谷市大麻生までの60kmを改修。

!日吉見領堤外地の江和弁，高尾新田，上砂の堤防改修。
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の
地
域
が
し
ば
し
ば
水
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る

?uo
し
か
し
、

洪
水
の
脅
威
が
深
刻
化
す
る
の
は
、
こ
の
川
筋
の
水

量
が
増
し
た
瀬
替
え
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

瀬
替
え
以
降
の
荒
川
の
流
域
で
は
、
頻
発
す
る
洪
水
に
備
え
て
、
河
岸
堤
の
ほ
か
、
数
カ
村
な
い
し
数
十
カ
村
か
ら
な
る
地
域
を
囲
緯

す
る
囲
堤
や
、
上
流
側
で
の
出
水
が
下
流
側
に
及
ぶ
の
を
防
ぐ
横
堤
の
築
造
補
強
が
く
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
吉
見

に

し

の

ど

う

あ

い

あ

げ

(
オ
オ
カ
コ
イ
ヅ
ツ
ミ
)
、
西
堂
囲
堤
、
玉
作
・
相
上
の
横
土
堤
、
小
八
ッ
林
の
横

領
(
現
埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
の
地
域
)

の
大
囲
堤

土
堤
、
川
島
領
の
大
囲
堤
、
宗
岡
(
現
埼
玉
県
志
木
市
の
一
部
)

の
佃
堤
(
ツ
ク
ダ
ヅ
ツ
ミ
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い

う
「
領
」
と
い
う
単
位
は
、

関
東
に
お
け
る
そ
の
起
源
は
単
一
で
な
い
が
(
王
、

こ
の
地
域
で
は
近
世
に
お
い
て
水
防
的
共
同
体
と
し
て

の
性
格
を
強
く
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。
吉
見
領
・
川
島
領
は
、
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
吉
見
町
・
川
島
町
の
範
囲
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
本

稿
で
は
、
水
害
と
関
連
し
た
単
位
地
域
と
し
て
扱
う
場
合
は
、

「
吉
見
領
」

「
川
島
領
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
よ
う
な
囲
堤
や
横
堤
は
、
も
と
よ
り
堤
高
や
強
度
の
点
で
難
が
あ
り
、
洪
水
へ
の
備
え
と
し
て
は
充
分
な
機
能
を
果
た
し
え
な
か

っ
た
。

の
み
な
ら
ず
、
出
水
の
際
に
は
排
水
の
阻
害
と
い
う
逆
効
果
を
生
み
、
堤
防
沿
い
に
排
水
不
良
・
長
期
湛
水
の
常
習
地
が
形
成
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
一
方
、
囲
堤
内
は
逆
に
用
水
不
足
を
き
た
し
、
吉
見
領
な
ど
で
は
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
、
西
部
に
連
な

る
比
企
丘
陵
の
開
析
谷
の
渓
口
を
せ
き
止
め
て
多
数
の
溜
池
を
設
け
て
い
る
が
、
集
中
豪
雨
の
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
溜
池
の
水
が
溢
れ
出

し
た
り
堰
堤
を
決
壊
さ
せ
た
り
し
て
低
地
に
流
下
し
、

「
地
水
(
ヂ
ミ
ズ
)
」
と
よ
ば
れ
る
洪
水
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
常
に
水
害
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
た
め
、
住
居
に
よ
っ
て
は
、
宅
地
全
体
を
地
上
寺
け
し
た
り
住
家
の
床
を
高
く
し
た

り
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
宅
地
の
一
隅
に
特
別
に
高
く
土
盛
り
を
施
し
て
、
家
や
食
糧
・
家
財
の
避
難
用
の
施
設
を
構
築
す
る
と
こ
ろ

も
あ
っ
た

(ε。
こ
れ
が
こ
の
地
域
で
「
水
塚
(
ミ
ヅ
カ
)
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
ハ
7
u
。



、
水
塚
と
荒
川
流
域
に
お
け
る
そ
の
諾
類
型

「
水
塚
」
と
い
う
呼
称
は
、
利
根
川
中
流
域
の
北
川
辺
村
で
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
主
屋
の
背
後
に
一
段
高
く
土
盛
り
し
て

避
難
用
の
建
物
を
設
け
る
形
式
で
、

土
盛
り
部
分
と
そ
の
上
の
建
物
と
を
と
も
に
「
水
塚
」

と
よ
ん
で
い
る
が
す
て

荒
川
流
域
で
は
、

そ
の
よ
う
な
形
式
の
ほ
か
に
、
土
盛
り
の
み
で
建
物
を
伴
わ
な
い
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
も
「
水
塚
」
と
よ
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の

方
が
本
来
の
語
義
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
納
屋
や
前
庭
の
面
よ
り
一
段
高
く
土
盛
り
し
た
上
に
主
屋
を
設
け

た
例
も
み
ら
れ
る
。
な
お
、
水
塚
建
物
の
外
壁
に
柱
材
を
露
出
さ
せ
た
比
較
的
粗
末
な
造
り
(
ハ
シ
ラ
ダ
シ
)

の
も
の
と
、
柱
材
を
塗
り

込
め
て
大
壁
に
し
た
土
蔵
造
り
の
も
の
と
を
区
別
し
、
前
者
を
「
ミ
ヅ
カ
」
、
後
者
を

荒川流域における水塚

水
塚

(
ク
ラ
)
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1. 

主
屋

πμ 

主
屋E

 

「
ク
ラ
」

と
よ
び
な
ら
わ
し
て
い
る
場
合
も
あ
る

が
、
本
稿
で
は
と
も
に
「
水
塚
」
と
し
て
扱
う
こ
と
と
し
た
。

た
だ
し
、
土
蔵
造
り
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
水
防
施
設
と
い
う

よ
り
、
単
に
土
蔵
の
普
遍
的
属
性
と
し
て
の
土
盛
り
高
の
範
囲

水塚の類型

を
出
な
い
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
除
外
し
た
。

荒
川
流
域
の
水
塚
は
、
土
盛
り
の
形
式
と
そ
の
上
に
建
設
さ

図 1

れ
た
建
物
の
種
類
と
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
類
型
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

-
型
。
主
屋
や
前
庭
の
面
よ
り
も
一
段
高
く
土
盛
り
を
施
し

て
、
物
置
・
倉
を
設
け
た
も
の
で
、
最
も
一
般
的
な
型
式
で
あ
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写真 1 1型の水塚 2例

(右:埼玉県比企郡吉見町荒子 1979. 4) 

(左:向上 1979. 6) 

右の水塚の土盛り高は宅地面より 170佃，手前道路より 230cm。

左の水塚は宅地面より160cmで，右下に昇降用の階段が見える。

る

(図
l

|
工
、
写
真
1
)
。

水
田
面
か
ら
宅
地

面
ま
で
の
比
高
や
出
水
時
の
水
位
等
に
よ
っ
て
、

水
塚
の
土
盛
り
高
に
は
か
な
り
差
が
あ
る
が
(
宅

地
面
か
ら
六

0
セ
ン
チ

1
二
メ
ー
ト
ル
以
上
)
、

こ
こ
で
は
特
に
細
分
類
は
お
こ
な
わ
な
い
。
な
お

特
殊
な
例
と
し
て
、
高
水
位
の
洪
水
に
見
舞
わ
れ

て
旧
来
の
水
塚
建
物
が
浸
水
し
、

の
ち
に
土
盛
り

の
一
部
を
か
き
上
げ
し
て
建
て
増
し
を
お
こ
な
っ

こ
二
、
O

こ、

7
7
u
u

、『
土
盛
り
の
頂
部
お
よ
び
建
物
の
土
台

に
段
差
が
で
き
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
大
洪
水
の
経
験
と
そ
れ
へ
の
対
応
姿
勢
が
形

態
の
上
に
直
接
具
現
化
さ
れ
た
例
と
い
え
よ
う
。

E
型
。
土
盛
り
だ
け
で
、
建
物
は
設
け
な
い
型

式
(
図
1
1
E
、
写
真
2
)
。
頂
部
に
蓋
を
つ
け

て
内
部
を
穴
倉
に
し
、
苧
の
貯
蔵
や
第
二
次
大
戦

中
の
防
空
壕
に
利
用
し
た
例
も
み
ら
れ
る
が
、
も

っJ

ば
ら
出
水
時
の
緊
急
避
難
の
み
を
目
的
と
し
て



お
り
、
平
常
時
に
お
い
て
も
物
資
の
収
納
に
利
用
で
き
る
工
型
に
比
べ
、
機
能
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
来
工
型
で
あ
っ
た
も
の

が
、
の
ち
に
上
の
建
物
を
撤
去
さ
れ
、
土
盛
り
部
分
の
み
が
残
っ
て
、
結
果
的
に
E
型
と
同
様
の
外
観
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
例
も
若

干
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
工
型
に
含
め
る
。

E
型
。
主
屋
に
の
み
特
別
高
い
土
盛
り
を
施
し
、
納
屋
や
前
庭
の
あ
る
面
は
一
段
低
く
な
っ
て
い
る
型
式

(図
l
l
E
)
。
住
家
式
水

塚
あ
る
い
は
水
塚
式
住
家
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
、
北
川
辺
村
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
型
式
で
あ
る
。
荒
川
流
域
に
お
い
て
も
、
前
二

の
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

者
に
比
べ
れ
ば
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
が
、
新
河
岸
川
改
修
以
降
に
成
立
し
た
埼
玉
県
和
光
市
の
新
倉
河
岸
集
落
に
は
、
こ
の
型
式
の
も

荒川流域における水塚133 

E型の水塚

埼玉県志木市宗岡土盛りのみで建物を伴わ

ない水塚。主屋の建て増しで土盛りが一部

削られている。土盛り上の小洞は稲荷社

(1976. 4.)。

写真 2

四
、
水
塚
の
分
布
域
お
よ
び
密
集
地
域

荒
川
流
域
の
水
塚
は
、
図
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
河
道
と
台
地

と
の
あ
い
だ
に
低
地
が
続
く
右
岸
一
帯
に
広
く
分
布
す
る
が
、
左

岸
で
も
鴨
川
の
合
流
点
付
近
や
、
氾
濫
原
が
広
く
展
開
し
、

カミ

Jコ

て
の
堤
外
地
に
集
落
が
発
達
し
た
戸
田
市
あ
た
り
で
は
、
そ
の
分

布
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
川
口
市
に
関
し
て
は
、
存
在
し
た

か
否
か
を
ま
だ
確
認
し
得
て
い
な
い
。

右
岸
に
お
け
る
分
布
範
囲
は
、
上
流
側
は
埼
玉
県
大
里
郡
大
里

村
小
泉
ま
で
、
下
流
側
は
東
京
都
北
区
浮
閉
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
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図 2

中
で
特
に
吉
見
町
(
旧
吉
見
領
)
、
川
島
町
(
旧
川
島
領
)
、
そ
れ
に
志
木
市
宗
同
を
中
心
と
し
て
富
士
見
市
南
畑
か
ら
朝
霞
市
下
内
問
木

に
わ
た
る
地
域
に
ま
と
ま
っ
た
分
布
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
川
越
市
で
は
、
岡
市
域
南
東
部
の
ご
く
一
部
を
除
い
て
、
水
塚
の
存
在
は

確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

上
に
挙
げ
た
吉
見
領
、
川
島
領
、
宗
岡
と
い
っ
た
地
域
は
、

か
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
水
防
的
共
同
体
を
発
達
さ
せ
、
囲
堤
や
横
堤
を

構
築
し
て
水
害
に
備
え
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
洪
水
の
発
生
原
因
も
各
地
域
で
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
吉
見
領
は
、
す
ぐ
上
流
側
の
と
こ
ろ
で
荒
川
の
河
床
勾
配
が
急
に
緩
や
か
に
な
り
、
大
里
村
の
河
岸
と
と
も
に
、
増
水
時
に
は
溢

流
を
生
じ
や
す
い
地
域
で
あ
る
ハ

g
。
特
に
台
風
襲
来
時
に
北
東
風
が
吹
く
と
、

雨
雲
が
秩
父
の
谷
に
吹
き
込
み
、
上
流
に
降
雨
を
も
た

ら
す
の
で
増
水
す
る
し
、
河
水
が
右
岸
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
て
く
る
た
め
、
溢
水
・
破
堤
の
危
険
が
増
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
風
向
の
風
は

「
ウ
シ
ト
ラ
カ
ゼ
」
の
名
で
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。



荒
川
の
氾
濫
に
よ
る
洪
水
は
、
さ
ら
に
細
か
く
み
る
と
、
付
上
流
の
大
里
村
方
面
で
破
堤
・
溢
流
し
た
水
が
流
下
し
て
く
る
場
合
、
。

領
内
に
お
け
る
堤
防
が
決
壊
す
る
場
合
、
同
市
ノ
川
の
合
流
地
点
で
増
水
し
、
逆
流
・
溢
水
を
生
ず
る
場
合
(
「
サ
カ
サ
ミ
ズ
」
)

の
三
通

り
が
あ
る
。
付
の
場
合
は
、
流
下
し
て
く
る
水
勢
が
強
い
上
に
、
流
木
等
も
大
量
に
伴
っ
て
く
る
た
め
、
領
境
や
領
内
に
横
堤
を
築
き
、

荒川流域における水塚

水塚

必8 溜池

園田・ !日堤

園 町新堤

• 
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図 3吉見領における堤防と水塚の分布

(1979.8.調査，等高線は中山正民氏による)

H
W
や
骨
に
つ
い
て
も
、
囲
堤
を
強
化
し
て
備
え

を
固
め
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
水
害

を
完
全
に
防
ぐ
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
却
っ
て
領

内
の
東
部
お
よ
び
南
部
は
排
水
不
良
と
な
り
、

出
水
の
た
び
に
長
期
の
湛
水
を
強
い
ら
れ
る
よ

九ノこ

E
っ
こ
。

、
『
チ
J

ザ
チ
'

古
く
か
ら
の
集
落
は
自
然
堤
防
の
微
高
地
上

な
ど
比
較
的
条
件
の
よ
い
土
地
に
立
地
し
て
い

調

a

A

V

道

、

中
れ
品
川
N

の
ち
に
新
田
開
発
が
進
む
と
、
低
湿
で

悪
条
件
の
土
地
へ
も
集
落
が
拡
大
し
、
そ
れ
は

大
囲
堤
の
外
に
ま
で
及
ん
だ
。
現
存
す
る
水
塚

の
分
布
を
み
る
と
、
東
部
お
よ
び
南
部
を
中
心

に
、
自
然
堤
防
の
縁
辺
部
か
ら
低
地
に
か
け
て

の
る
た
り
に
集
中
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
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(図
3
1
大
囲
堤
の
外
に
開
発
さ
れ
た
新
田
集
落
は
、
特
に
流
水
に
洗
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
宅
地
の
上
流
側
(
北
側
)
を
中
心
に
、
水

制
機
能
を
も
っ
た
「
カ
マ
エ
ボ
リ

(
構
え
濠
)
」
の
発
達
が
著
し
い
。

な
お
、
こ
の
地
域
で
特
徴
的
な
洪
水
の
タ
イ
プ
に
「
地
水
(
ヂ
ミ
ズ
)
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
、

囲
堤
の
構
築
に
よ
っ

て
生
じ
た
領
内
の
用
水
不
足
を
補
う
た
め
、
比
企
丘
陵
の
開
析
谷
の
渓
ロ
を
塞
い
で
設
け
た
多
数
の
溜
池
の
水
が
、
集
中
豪
雨
に
よ
っ
て

溢
れ
出
し
た
り
堰
堤
を
破
っ
た
り
し
て
、
低
地
を
襲
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
流
水
で
宅
地
や
家
屋
に
直
接
被
害
を
生
ず
る
範
囲
は
限
ら
れ

て
い
た
が
、
や
は
り
囲
堤
内
の
東
部
や
南
部
で
は
、
湛
水
を
生
ず
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

川
島
領
は
、
も
と
も
と
北
を
市
ノ
川
、
東
を
吉
野
川
、
南
を
入
間
川
、
西
を
都
幾
川
・
越
辺
川
で
固
ま
れ
た
島
状
の
低
地
で
あ
っ
た
た

め
、
前
述
の
よ
う
に
、
文
様
年
聞
に
は
既
に
小
規
模
な
囲
堤
が
存
在
し
、
慶
長
年
聞
に
伊
奈
忠
次
が
こ
れ
を
増
築
し
て
、
川
島
領
大
囲
堤

と
し
た
。
そ
の
後
、
荒
川
の
瀬
替
え
に
よ
り
水
量
が
増
加
し
、
さ
ら
に
河
床
も
高
く
な
っ
て
、
洪
水
の
危
険
が
増
大
し
た
た
め
、
慶
安
年

間
(
一
六
四
八

1
五

二

に
は
、
川
越
藩
主
松
平
定
信
が
大
囲
堤
の
増
強
・
補
修
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

こ
の
地
域
の
洪
水
は
、
主
と
し
て
荒
川
の
増
水
に
よ
る
堤
防
の
決
壊
と
、
市
ノ
川
・
越
辺
川
・
都
幾
川
・
入
間
川
の
合
流
点
で
の
増
水

・
逆
流
に
よ
る
氾
濫
で
あ
る
。
市
島
郷
土
史
』
(
昭
三
六
)
の
「
川
島
領
水
害
年
表
」

g
に
よ
れ
ば
、

寛
文
一
一
年
(
一
六
七
一
)
か

ら
昭
和
二
二
年
(
一
九
四
七
)

ま
で
に
生
じ
た
各
川
筋
の
破
堤
箇
所
の
延
べ
数
は
、

荒
川
通
が
三
三
、

市
ノ
川
通
二
七
、

入
間
川
通

四
、
越
辺
川
通
九
、
都
幾
川
通
五
で
あ
る
。
吉
見
領
の
場
合
と
同
様
、
下
流
側
の
囲
堤
沿
い
を
は
じ
め
と
し
て
、
排
水
不
良
港
水
常
習
の

土
地
に
形
成
さ
れ
た
集
落
に
は
、
水
塚
が
発
達
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体
に
集
落
は
古
い
自
然
堤
防
上
の
比
較
的
高
所
に
立
地
し
て
お

り
、
吉
見
領
に
比
べ
る
と
、
水
塚
の
発
達
は
や
や
劣
る
し
、
平
均
の
土
盛
り
高
も
若
干
低
く
な
っ
て
い
る
。

宗
岡
を
中
心
と
し
た
水
塚
密
集
地
域
は
、
瀬
替
え
以
後
の
荒
川
の
氾
濫
と
新
河
岸
川
の
増
水
・
逆
流
と
が
相
ま
っ
て
、
洪
水
が
頻
発



し
、
ま
た
長
期
の
湛
水
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
あ
た
り
ま
で
潮
汐
の
影
響
が
及
ぶ
た
め
、
満
潮
時
に
増
水
が

重
な
る
と
氾
濫
し
や
す
か
っ
た
。

宗
岡
で
は
惣
囲
堤
白
)
や
横
堤
を
築
造
し
た
が
、

そ
れ
に
伴
っ
て
湛
水
の
常
習
地
が
各
所
に
形
成
さ
れ

た
。
寛
政
三
年
(
一
七
九
一
)
、
同
八
年
(
一
七
九
六
)
、
弘
化
三
年
(
一
八
四
六
)
を
は
じ
め
と
し
て
、

一
カ
月
間
と
い
っ

一
五
日
間
、

た
長
期
湛
水
の
記
録
も
多
い
。
ま
た
、
宗
岡
北
部
に
築
造
さ
れ
た
佃
堤
を
め
ぐ
っ
て
、
上
流
側
の
南
畑
と
の
間
で
し
ば
し
ば
論
争
が
く
り

返
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
横
堤
が
南
畑
に
湛
水
を
強
い
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
洪
水
の
発
生
に
は
地
域
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
長
期
の
湛
水
を
伴
う
と
い
う
点
で
は
、
各
地

域
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
上
記
E
型
の
水
塚
が
南
畑
お
よ
び
宗
岡
以
外
で
は
認
め
ら
れ
な
い
(
左
岸
で
は
戸
田
市
美
女
木
で

確
認
さ
れ
て
い
る
)
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
荒
川
中
・
下
流
域
を
通
じ
て
、
水
塚
建
物
の
規
模
や
形
態
に
は
、
顕
著
な
地
域
的
差
異
は
み

ら
れ
な
い
。

玉

、

水

塚

の

規

模

荒川流域における水塚

水
塚
の
土
盛
り
の
高
さ
は
、
荒
川
流
域
を
通
じ
て
か
な
り
差
異
が
大
き
い
が
、
吉
見
領
の
も
の
が
概
し
て
大
規
模
で
あ
る
。
吉
見
領
で

サ
ン
プ
ル
調
査
を
お
こ
な
っ
た
三
六
戸
の
水
塚
の
う
ち
、
約
五
五
%
に
あ
た
る
こ

O
戸
が
、
宅
地
面
か
ら
一
五

O
I二
0
0
セ
ン
チ
の
土

盛
り
を
築
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
高
い
も
の
は
二
六

0
セ
ン
チ
、
低
い
も
の
は
九

O
セ
ゾ
チ
程
度
と
、
同
領
内
で
も
か
な
り
差
が
あ
る
。

一
般
に
南
部
や
東
部
で
高
く
、
北
西
部
の
台
地
麓
で
は
低
く
な
っ
て
い
る
。

つ
い
で
宗
岡
と
川
島
領
に
高
い
も
の
が
多
く
、
大
半
が
宅
地

137 

面
か
ら
一
一
一

O
J
一
六

0
セ
ン
チ
程
度
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
南
畑
の
新
河
岸
川
沿
い
や
和
光
市
新
倉
河
岸
集
落
の
も
の
は
、
上
記
の

地
域
に
比
べ
る
と
か
な
り
低
く
、

一
メ
ー
ト
ル
を
下
回
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
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全
体
と
し
て
み
る
と
、
荒
川
流
域
の
水
塚
の
土
盛
り
高
は
、
宅
地
面
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
い
う
も
の
は
少
な
く
、
二
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
が
七

O
%を
占
め
る
利
根
川
中
流
域
の
場
合

2
v
に
比
べ
、

か
な
り
低
い
値
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
水
田
面
か
ら
で
は
二
メ

ー
ト
ル
を
下
回
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

水
塚
建
物
の
規
模
は
、
二
間
×
三
間
(
六
坪
)

の
二
階
建
と
い
う
も
の
が
大
半
を
占
め
る
。
こ
れ
は
利
根
川
中
流
域
の
北
川
辺
村
の
場

合
と
も
共
通
し
て
お
り
、

関
東
に
お
け
る
水
塚
建
物
の
標
準
的
規
模
と
考
え
ら
れ
る
ハ
巴
。

富
農
の
家
で
水
塚
式
に
築
い
た
土
蔵
に
は
、

ニ
・
五
間
×
三
・
五
間
程
度
の
も
の
も
若
干
み
ら
れ
る
。
二
間
×
一
ニ
聞
を
下
回
る
も
の
は
、
既
存
の
建
物
が
損
壊
し
た
あ
と
で
仮
小
屋
的

に
建
設
し
た
も
の
を
除
け
ば
、

ほ
と
ん
ど
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。

六
、
水
塚
建
物
の
形
態
お
よ
び
平
常
時
の
使
用
状
況

水
塚
建
物
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
二
間
×
三
聞
の
直
屋
・
二
階
建
の
も
の
が
多
い
。
屋
根
は
、
現
存
の
も
の
は
瓦
葺
き
の
切
妻
型
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
が
、
改
造
以
前
に
は
茅
葺
き
の
ホ
I
ギ
ョ

l

(
方
形
日
寄
棟
)
だ
っ
た
と
い
う
例
も
多
い
。

ハ
シ
ラ
ダ

壁
は
土
壁
で
あ
り
、
板
倉
は
み
ら
れ
な
い
。
壁
の
構
造
は
、
外
部
に
柱
材
を
露
出
さ
せ
た
「
柱
出
シ
」
の
形
式
と
、
柱
材
を
塗
り
込
め

た
大
壁
の
形
式
と
が
あ
る
が
、
後
者
が
常
時
穀
倉
や
貴
重
品
収
納
庫
と
し
て
防
火
構
造
に
意
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
洪
水

以
外
の
害
に
対
す
る
備
え
が
や
や
薄
く
、

か
つ
建
物
の
格
も
一
段
低
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

の
ち
に
外
壁
を
補
修
す
る

場
合
に
は
、

「
柱
出
シ
」
の
も
の
を
大
壁
の
土
蔵
に
改
め
る
例
が
多
く
、
こ
こ
に
水
塚
形
式
と
土
蔵
形
式
と
い
う
こ
通
り
の
文
化
系
統
の

接
近
融
合
が
み
ら
れ
る
。

な
お
、
明
治
四
三
年
二
九
一

O
)
や
昭
和
一
三
年
(
一
九
三
八
)

の
よ
う
に
、
高
水
位
の
洪
水
で
水
塚
建
物
の
浸
水
を
経
験
し
た
災



で
は
、
外
壁
の
下
部
に
石
材
(
主
と
し
て
凝
灰
岩
類
)
や
板
を
は
っ
て
塗
壁
を
補
強
し
た
り
、
下
に
石
材
を
入
れ
て
建
物
の
腰
を
高
く
し

て
い
る
場
合
が
多
い
。

関
口
部
の
面
積
は
小
さ
く
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
外
気
の
流
通
は
少
な
い
。

内
部
は
、

な
ど
で
は
、

一
階
を
穀
倉
お
よ
び
味
噌
部
屋
と
し
、
二
階
に
は
た
ん
す
・
長
持
・
寝
具
等
を
収
納
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
名
主
屋
敷

い
わ
ゆ
る
文
庫
蔵
を
水
塚
形
式
で
建
築
し
て
い
る
倒
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
特
殊
例
と
い
っ
て
よ
い
。

壁
際
に
籾
橿
を
作
り
つ
け
て
お
く
例
が
若
干
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
、
特
に
仕
切
り
を
設
け
て
内
部
を
分
割
し
た
倒
は
少
な
い
。

一
階
部
分
で
は
、
浸
水
に
備
え
て
俵
一
俵
分
く
ら
い
の
高
さ
で
棚
を
設
け
、
そ
の
上
に
穀
物
を
載
せ
て
お
く
よ
う
に
し
た
例
が
多
い
が
、

こ
れ
も
前
述
の
大
洪
水
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
措
置
で
あ
る
。
内
部
空
間
が
不
足
の
場
合
に
は
、
外
に
さ
し
か
け
や
板
固
い
を
施
し
て
、

味
噌
部
屋
や
道
具
小
屋
な
ど
を
増
設
す
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
前
述
し
た
E
型
の
水
塚
の
場
合
と
同
様
、
水
塚
建
物
の
床
下
に
穴
を
掘

荒川!流域における水塚

り
込
ん
で
、
土
盛
り
の
中
を
穴
倉
に
し
、
芋
の
貯
蔵
や
防
空
壕
に
利
用
し
た
例
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
低
湿
地
で
地
下
水
位
が
浅
く
、

普
通
の
宅
地
面
に
こ
の
よ
う
な
地
下
壕
を
掘
る
に
は
難
が
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
地
域
の
水
塚
は
、
主
屋
の
損
壊
等
で
応
急
的
に
住
家
化
し
た
も
の
以
外
に
は
、
炊
事
設
備
を
施
し
た
も
の
が
み
ら
れ
ず
、

そ
の
点
が
濃
尾
輪
中
の
「
水
屋
」
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
利
根
川
流
域
で
若
干
み
ら
れ
る
便
所
を
備
え
た
水
塚
も
こ
の
荒
川

流
域
で
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
非
常
時
の
飲
料
水
は
四
斗
樽
に
汲
ん
で
確
保
し
、
炊
事
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
火
鉢
や
七
輸
を
運
び

上
げ
て
お
こ
な
っ
た
。
便
所
も
、
必
要
に
応
じ
て
、
樽
の
土
に
板
を
わ
た
し
た
程
度
の
仮
設
的
な
も
の
で
済
ま
せ
た
。
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水塚所有農家の宅地見取図(右(および断面模式図(左)

(吉見町万光寺 1979.7.)

宅地後方のカマエボリの一部は現在プロック塀に変わっているが，

聞きとりにより，かつての濠の位置を復元した。

11 

11 

11 
71<回
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図 4

七

宅
地
内
に
お
り
る
水
塚
の
位
置

こ
の
地
域
の
水
塚
は
、
概
し
て
宅
地
の

北
な
い
し
北
西
隅
に
置
か
れ
て
い
る
。
主

屋
は
通
常
前
庭
の
北
辺
に
あ
っ
て
南
面
し

て
い
る
の
で
、
主
屋
か
ら
み
れ
ば
後
方
も

し
く
は
左
方
が
多
く
、
直
接
前
庭
を
囲
緯

す
る
位
置
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い

(図
4
)
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、

一
般
の
土

蔵
や
納
屋
が
前
庭
の
縁
辺
に
置
か
れ
る
の

と
対
比
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
名
主
屋
敷
な

ど
で
土
蔵
を
水
塚
形
式
に
し
て
い
る
場
合

は
、
前
庭
の
一
隅
(
宅
地
の
南
寄
り
)

設
け
る
例
も
み
ら
れ
る
。

水
塚
を
こ
の
よ
う
な
位
置
に
設
け
る
の

は
、
出
水
時
の
水
制
や
冬
季
の
季
節
風
に

対
す
る
防
風
と
い
っ
た
機
能
を
重
視
し
た



も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

水
塚
周
辺
に
植
え
込
ま
れ
た
ケ
ヤ
キ
、

カ
シ
、

ス
ギ
等
の
屋
敷
林
も
こ
れ
ら
の
機
能
を
助
け
て
お
り
、
防
風
の
ほ
か
、
洪
水
時
の
流
木

な
お
、

等
を
阻
止
し
た
り
宅
地
土
盛
り
の
崩
壊
を
防
い
だ
り
す
る
の
に
効
果
が
あ
る
。

「
丑
寅
(
ウ
シ
ト
ラ
)

の
鬼
門
に
あ
た
る
方
角
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
撤
去
し
、

一
度
は
宅
地
の
北
東
隅
に
設
け
な
が
ら
、

北
西
隅
に
新
た
に
作
り
直
し
た
と
い
う
例
も
み
ら
れ
る
。

八
、
水
塚
の
付
帯
設
備

荒川流域における水塚141 

カマヱボリ(構え濠)

(吉見町荒子 1979.4.)

写真 3

水
塚
の
周
辺
に
は
、
こ
れ
を
保
護
・
補
強
し
、
水
防
機
能
の
一
端
を
担
う
設
備

ヵ:

い
く
つ
か
付
帯
し
て
い
る
。

宅
地
周
辺
で
土
盛
り
用
の
土
を
採
取
し
た
跡
が
濠
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、

「
カ
マ
エ
ボ
リ

(
構
え
濠
ご

洪
水
の
際
の
水
流
が
宅
地
に
激
突
す

と
よ
ば
れ
、

る
勢
い
を
緩
和
す
る
役
割
を
果
た
す
と
い
わ
れ
る

(
写
真
3
)
。
名
主
屋
敷
な
ど

で
は
宅
地
の
周
囲
に
環
濠
を
な
し
て
い
る
倒
も
み
ら
れ
る
が
、

一
般
に
は
宅
地
の

背
後
(
上
流
側
)
に
め
ぐ
ら
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
そ
の
位
置
に
多

い
の
は
、
そ
こ
が
建
物
や
屋
敷
林
に
よ
っ
て
日
陰
に
な
り
、
耕
地
に
は
適
さ
な
い

か
ら
と
い
う
面
も
あ
る
。
自
家
の
所
有
耕
地
の
う
ち
で
、
他
家
に
隣
接
し
て
日
陰

に
な
る
よ
う
な
所
か
ら
土
砂
を
採
取
し
た
あ
と
が
濠
の
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
る
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そ
の
場
合
は
「
カ
マ
エ
ボ
リ
」
と
し
て
は
意
識
さ
れ
な
い
が
、
結
果
的
に
同
様
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
い
え
る
。

た
め
、
あ
る
宅
地
に
隣
接
し
て
濠
が
存
在
し
て
い
て
も
、
そ
の
濠
が
必
ず
し
も
そ
の
宅
地
に
付
属
し
な
い
と
い
う
場
合
も
少
な
く
な
い
。

な
お
、
特
に
水
制
と
い
う
効
果
を
も
た
ず
、
濠
の
よ
う
な
外
観
も
呈
し
て
い
な
い
小
規
模
な
窪
地
に
水
が
溜
ま
っ
た
も
の
は
、

「
エ
ケ

吉見領旧堤外地の新田集落における宅地とカマエポリ

(吉見町発行2，500分の 1地図より図化)

図 5



ス

(
回
一
貫
の
転
か
ご
な
ど
と
よ
ば
れ
る
。

ま
た
、

水
田
の
間
に
点
在
す
る
島
畑
を
つ
ぶ
し
て
、
そ
の
土
を
土
盛
り
用
に
充
て
た
僻
も
多

く
、
そ
の
場
合
に
は
別
に
濠
や
窪
地
は
残
し
て
い
な
い
。

カ
マ
エ
ボ
リ
は
、
特
に
士
ロ
見
領
の
旧
堤
外
地
に
成
立
し
た
新
田
集
落
に
お
い
て
、
そ
の
発
達
が
著
し
い
(
図
5
)
。

水
塚
の
土
盛
り
部
分
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
は
、

タ
ケ
な
ど
の
樹
木
が
植
え
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
樹

ケ
ヤ
キ
、

カ
シ
、

ス
ギ
、

根
に
よ
る
土
盛
り
の
固
定
、
水
塚
建
物
や
主
屋
に
対
す
る
防
風
、
流
木
等
の
流
入
防
止
と
い
っ
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
洪

水
時
に
は
、
土
盛
り
上
に
運
び
上
げ
た
稲
架
用
材
や
樽
な
ど
を
縛
り
と
め
て
、
そ
れ
ら
の
流
失
を
防
ぐ
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
タ

ケ
は
竹
世
帯
の
材
料
に
利
用
さ
れ
、
ま
た
、
吉
見
領
で
は
、

シ
ュ
ロ
を
植
え
て
、

シ
ュ
ロ
縄
の
材
料
を
得
て
い
た
倒
も
多
い
。

一
般
に
宅
地
後
方
の
屋
敷
林
は
劃
定
を
施
し
て
い
な
い
が
、
建
物
の
ま
わ
り
や
宅
地
の
南
側
に
は
、
軒
の
高
さ
く
ら
い
に
着
葉
部
分
を

刈
り
そ
ろ
え
た
カ
シ
グ
ネ
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
火
災
時
の
延
焼
防
止
の
効
果
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
幹
の
部
分
は
や
は
り
建
物

や
物
資
の
流
失
防
止
の
機
能
も
備
え
て
い
る
。

荒川流域における水塚

土
盛
り
部
分
へ
の
石
積
み
は
、
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
い
。
土
盛
り
の
斜
面
が
直
接
道
路
に
面
し
て
い
た
り
、
他
の
建
物
に
著
し
く
近

接
し
て
い
た
り
す
る
場
合
に
、
そ
の
部
分
に
の
み
石
積
み
を
施
す
程
度
で
、
そ
の
他
の
部
分
の
斜
面
の
保
全
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
植
生
を
利

用
し
て
い
る
。

ひ
ら

吉
見
領
や
川
島
領
に
は
、
養
蚕
に
由
来
す
る
赤
城
型
屋
根
の
一
変
型
と
し
て
の
切
り
落
と
し
屋
根
正
面
の
(
平
の
部
分
を
切
り
落
と
し

た
型
ハ
M
〉

)

の
中
二
階
や
二
階
の
主
屋
が
分
布
し
て
お
り
、

床
上
ま
で
の
湛
水
が
続
い
て
い
る
聞
は
、
そ
の
中
二
階
や
二
階
に
起
居
す
る

143 

ほ
か
、
緊
急
時
の
脱
出
口
と
し
て
、
そ
の
部
分
の
窓
を
利
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
天
井
裏
に
は
鎌
を
用
意
し
て
お
き
、
そ
れ
で

屋
根
の
茅
を
切
り
破
っ
て
脱
出
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
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出
水
時
の
避
難
や
湛
水
期
間
中
の
生
活
物
資
の
補
給
・
人
員
の
往
来
に
は
、
舟
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
舟
は
「
ア
ゲ
ブ
ネ
」
「
テ
ン
マ
」
、

あ
る
い
は
単
に
「
フ
ネ
」
と
よ
ば
れ
、
平
常
時
に
は
主
屋
や
納
屋
の
軒
下
、
士
聞
の
梁
な
ど
に
吊
る
し
て
お
か
れ
た
。
利
根
川
中
流
域
の

フ
ナ
ヅ
カ

水
塚
の
土
盛
り
を
舟
塚
と
よ
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
が
〈

g、

水
塚
の
場
合
に
は
、
こ
の
舟
を
こ
ぎ
寄
せ
る
場
所
と
い
う
意
味
で
、

荒
川
流
域

で
は
そ
う
い
う
例
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

九
、
水
塚
の
建
設
年
代
お
よ
び
水
塚
の
盛
衰

こ
の
地
域
で
水
塚
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
世
以
降
の
こ
と
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
の

か
、
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
宗
岡
に
お
け
る
佃
堤
は
、
直
線
的
で
な
く
、
既
存
の
宅
地
水
塚
を
繋
い
で
構
築
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
よ
う
に
屈
曲
し
て
お
り
、
そ
の
基
節
点
と
な
っ
た
宅
地
・
水
塚
の
位
置
は
、
定
杭
の
設
置
地
点
(
五
カ
所
)
に
相
当
し
て
い

る
。
佃
堤
の
正
確
な
構
築
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
ハ
阜
、

野
火
止
用
水
の
水
が
「
い
ろ
は
樋
」

で
新
河
岸
川
を
越
え
て
宗
岡
に
引
か
れ
た

の
は
、
佃
堤
お
よ
び
荒
川
・
新
河
岸
川
沿
い
の
囲
堤
が
形
成
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
濯
減
用
水
の
不
足
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で

ゑ
U
V
Q

。
「
い
ろ
は
樋
」
の
架
設
年
代
に
つ
い
て
、

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
松
平
美
濃
守
の
川
越
城
主
在
任
中
と
も
、
秋
元
但
馬

守
の
時
代
と
も
、
万
治
二
年
(
一
六
五
九
)
と
も
記
さ
れ
、

ま
た
、
宗
岡
の
白
井
氏
治
水
碑
に
は
寛
文
二
年
(
一
六
六
二
)
と
あ
っ
て
、

正
保
元
年
(
一
六
四
四
)

に
宗
岡
村
の
地
頭
と
な
っ
た
旗
本
岡
部
忠
直
の
家
臣
白
井
武
左
衛
門
に
よ
り
架
設
さ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
な

ど
、
明
確
で
は
な
い
が
、

一
七
世
紀
の
中
頃
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
臼
)
O

し
た
が
っ
て
、

少
な
く
と
も
一
七
世
紀
中
期
以
前
に
は

水
塚
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
正
確
な
と
こ
ろ
は
、
今
後
の
研
究
に
待
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

現
存
す
る
水
塚
は
、
明
治
維
新
前
に
築
造
さ
れ
た
も
の
も
多
く
、
大
半
は
明
治
四
コ
一
年
(
一
九
一

O
)
の
大
洪
水
以
前
か
ら
の
も
の
で



あ
る
が
、
こ
の
洪
水
の
経
験
を
も
と
に
改
築
補
強
あ
る
い
は
新
設
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
二
二
年
(
一
九
四
七
)

の
カ
ス
リ
ン
台
風
以
降
に
新
設
さ
れ
た
水
塚
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
以
降
、
欧
米
の
近
代
的
治
水
土
木
技
術
を
と
り

入
れ
た
河
川
改
修
事
業
の
進
捗
に
よ
っ
て
氾
濫
の
危
険
が
減
じ
た
と
と
も
に
、
主
屋
自
体
の
水
防
構
造
が
向
上
し
て
、
水
塚
の
必
要
性
が

薄
れ
て
き
た
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

吉
見
領
の
場
合
、
明
治
四
三
年
の
大
洪
水
で
は
、
主
屋
の
梁
ま
で
浸
水
し
、
水
塚
建
物
も
下
半
分
が
浸
水
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
と
は

い
え
、
水
塚
の
効
果
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

一
階
の
梁
ま
で
を
二

O
尺
と
し
た
新
築
住
家
が
増
加
し
、
さ
ら
に

階
を
上
げ
る
の
が
定
法
と
な
っ
た

av
対
岸
の
鴻
巣
市
箕
田
で
も
、

古
い
住
家
は
柱
が
八

i
九
尺
の
も
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
第

二
次
大
戦
中
な
い
し
そ
の
直
後
か
ら
一
三

l
一
六
尺
以
上
の
も
の
が
普
及
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る

av
住
家
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

変
化
が
、
水
塚
の
意
義
の
低
下
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
二
次
大
戦
後
進
め
ら
れ
た
農
地
改
革
も
、
そ
れ
ま
で
の
地
主
層
・
本
百
姓
層
の
穀
倉
と
し
て
の
水
塚
の
意
義
を
失
わ
せ
、
水

荒川流域における水塚

塚
減
少
の
一
因
を
な
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

一O
、
む

す

び

洪
水
の
頻
発
地
域
に
お
い
て
は
、
付
宅
地
全
体
の
土
盛
り
、
。
主
屋
(
住
家
)

の
水
防
的
構
造
、
片
岡
避
難
用
建
物
の
構
築
、
帥
広
域
的

な
堤
防
固
緯
と
い
う
四
段
階
の
水
防
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
で
帥
の
堤
防
聞
緯
は
、
本
来
住
居
を
防
護
し
、
住
家
・
住

居
の
機
能
を
外
郭
か
ら
援
護
す
る
も
の
で
あ
る
品
〉

O

と
こ
ろ
が
、
堤
防
の
構
築
・
囲
堤
の
形
成
に
よ
っ
て
、

破
堤
に
よ
る
洪
水
と
い
う

145 

洪
水
様
態
の
変
化
が
生
じ
、
さ
ら
に
排
水
不
良
・
湛
水
と
い
う
新
た
な
様
態
の
水
害
が
発
生
し
、
累
加
さ
れ
た
結
果
、
こ
れ
へ
の
対
応
に
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も
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
土
盛
り
の
増
強
や
水
塚
の
築
造
な
ど
、

ω
M
l
H
W
の
強
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
宅
地
の
土

盛
り
の
高
さ
と
か
水
塚
の
分
布
と
い
っ
た
問
題
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
こ
れ
ら
累
積
さ
れ
た
水
害
様
態
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ

る
。
荒
川
流
域
に
お
け
る
囲
堤
お
よ
び
水
塚
の
発
達
過
程
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
地
域
の
水
塚
を
機
能
の
面
で
さ
ら
に
細
か
く
み
る
と
、
基
本
的
に
は
洪
水
時
に
お
け
る
人
員
お
よ
び
家
財
・
食
糧
の
避
難

施
設
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
、
主
と
し
て
相
当
量
の
米
穀
を
貯
蔵
す
る
安
全
な
収
納
場
所
の
確
保
と
い
う
要
請
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
水
塚
が
、
他
地
域
の
場
合
と
同
様
、
旧
地
主
層
・
本
百
姓
層
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
荒
川
流
域
の
水
塚
は
、
近
世
に
お
け
る
階
層
分
化
し
た
農
村
社
会
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
洪
水
頻
発
地
域
に
安
全
な
居
住

空
間
が
組
織
さ
れ
て
い
く
過
程
で
発
達
し
た
一
つ
の
住
居
形
態
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
以
降
、
新
し
い
治
水
土
木
技
術
の
導
入
で
洪
水
の
危
険
は
減
少
し
、
住
家
そ
の
も
の
の
水
防
的
構
造
の
向
上
、
さ
ら
に
水
塚
の
所

有
者
た
る
旧
地
主
層
の
解
体
等
が
加
わ
っ
て
、
水
塚
は
そ
の
意
義
を
失
い
、
減
少
・
消
滅
の
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
効

用
を
今
な
お
現
実
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
住
民
に
よ
っ
て
、
な
か
ば
化
石
化
し
な
が
ら
も
、
存
続
し
て
い
る
例
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
荒
川
流
域
に
こ
の
よ
う
な
水
防
史
を
現
出
さ
せ
た
「
瀬
替
え
」
が
、

「
治
水
」
と
い
う
面
で
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
を
も

ち
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
も
残
る
。
断
続
的
な
低
い
堤
防
に
よ
る
頻
繁
な
溢
水
や
随
所
に
設
け
た
遊
水
池
、
広
く
か
っ
蛇
行
し
た
河

道
な
ど
を
利
用
し
て
、
流
勢
を
緩
和
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
「
伊
奈
流
」
の
方
式
を
と
り
つ
つ
、
荒
川
を
勾
配
の
緩
い
新
河
道
に
導
い

た
こ
の
河
川
改
修
事
業
は
、

一
方
に
お
い
て
、
舟
の
遡
行
を
容
易
に
し
、
舟
運
の
整
備
に
寄
与
し
た
。
そ
の
点
か
ら
は
、
こ
の
「
瀬
替
え
」

は
「
治
水
」
を
第
二
義
的
な
課
題
と
し
、
む
し
ろ
江
戸
へ
の
米
お
よ
び
諸
物
資
の
舟
運
輸
送
の
た
め
の
関
東
に
お
け
る
水
路
整
備
と
い
う



江
戸
幕
府
初
期
の
河
川
政
策
の
所
産
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
調
査
に
ご
高
配
と
ご
援
助
を
賜
わ
っ
た
和
光
市
中
央
公
民
館
長
永
長
海
晃
氏
、
吉
見
町
総
務
課
長
石
黒
範
男
氏
、
埼
玉
大
学
教
授
中

山
正
民
氏
、
吉
見
町
無
量
寺
住
職
島
本
杏
海
氏
、
士
山
木
市
文
化
財
保
護
委
員
長
池
ノ
内
好
次
郎
氏
、
岡
市
宗
岡
第
三
小
学
校
教
諭
宮
野
和
明
氏
、
富
士

見
市
井
田
実
氏
な
ど
の
方
々
に
厚
く
謝
意
を
表
す
る
。
ま
た
、
現
地
調
査
に
あ
た
っ
て
、
実
測
・
開
き
と
り
に
侠
く
応
じ
て
下
さ
っ
た
方
々
に
心
か
ら

お
礼
申
し
上
げ
る
。

3主

荒川!流域における水塚

〈

1
)

佐
藤
甚
次
郎
(
一
九
六
一
一
一
)
利
根
川
流
域
の
水
塚
に
つ
い
て
1

1
埼
玉
県
北
川
辺
村
の
調
査
を
中
心
と
し
て
|
|
「
新
地
理
」
一
一
巻
一
号
」

二
五
|
三
八
頁

(
2
)

東
北
地
理
学
会
・
歴
史
地
理
学
会
一
九
七
九
年
度
春
季
学
術
大
会
(
於
仙
台
)
に
て
発
表
。

(
3
)

「
む
さ
し
の
国
い
る
ま
河
の
ほ
と
り
に
大
き
な
る
つ
つ
み
を
つ
き
、
水
を
ふ
せ
き
て
、
そ
の
う
ち
に
田
は
た
け
を
つ
く
り
つ
つ
在
家
お
ほ
く
む

ら
か
り
い
た
る
と
こ
ろ
あ
り
け
り

0

・
:
(
後
略
)
」
『
改
定
史
籍
集
覧
』
二
三
冊
八
二

l
八
五
頁

(
4
)

『
埼
玉
県
史
』
五
巻
(
一
九
三
六
)
一
二
七
六
頁

(
5
)

中
川
水
系
農
業
水
利
調
査
事
務
所
編
(
一
九
六

O
)
『
中
川
水
系
領
域
誌
(
流
域
の
成
り
立
ち
と
水
利
の
歴
史
)
』
一
六
|
二
一
一
頁

(
6
)

戸
田
市
美
女
木
で
は
、
牛
馬
の
避
難
に
も
用
い
た
と
い
う
例
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
埼
玉
県
鷲
宮
町
で
は
、
同
様
の
土
盛
り
部
分
を
「
ミ
ズ
ゴ
」

と
よ
ん
で
い
る
。

(
7
)

同
様
の
施
設
に
対
し
、
濃
尾
輪
中
や
筑
後
川
流
域
の
「
水
屋
(
ミ
ズ
ヤ
)
」
、
信
濃
川
流
域
の
「
水
倉
(
ミ
ズ
グ
ラ
)
」
、
淀
川
下
流
域
の
「
段
蔵

(
ダ
ン
グ
ラ
)
」
、
多
摩
川
下
流
の
「
倉
屋
(
グ
ラ
ヤ
)
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
地
方
名
が
存
在
す
る
。

(
8
)

前
掲
(
1
)

二
七
頁

(
9
)

栗
田
竹
雄
(
一
九
五
九
)
荒
川
中
流
の
洪
水
に
つ
い
て
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「
秩
父
自
然
科
学
博
物
館
報
告
」
九
号

一
五
|
三
一
一
頁
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(
叩
)
川
島
村
教
育
委
員
会
編
(
一
九
六
一
)
『
川
島
郷
土
史
』
二
四
三
l
二
四
六
頁

(
日
)
宗
岡
で
は
凶
堤
内
を
「
ウ
チ
ゴ
」
と
よ
ぶ
。
こ
れ
は
「
内
郷
」
の
意
と
思
わ
れ
る
。

(
臼
)
前
掲
(
1
)

コ
一
一
頁

(
臼
)
前
掲
(
1
)

三
三
頁

(
U
)

佐
藤
甚
次
郎
ご
九
五
五
)
埼
玉
県
箕
田
村
の
自
然
的
基
礎
と
住
の
気
候
環
境
『
農
家
生
活
の
家
政
学
的
総
合
実
態
調
査
報
告
』
(
日
本
女
子

ひ
ら

大
学
紀
要
三
・
四
号
)
一
四
六

l
一五

O
頁
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
平
を
切
り
落
と
し
た
屋
根
を
、
培
玉
県
の
東
部
低
地
で
は
「
セ
ガ
イ
造
」

と
よ
ん
で
い
る
。
前
掲
(
1
)

一ニ

O
頁

(
日
)
前
掲
(
1
)

一一一一一|三一一一頁

(
日
)
松
平
伊
一
旦
守
信
網
(
寛
永
一
六

l
寛
文
二
)
に
よ
る
と
推
定
す
る
説
も
あ
る
。
井
田
実
ご
九
七
六
)
佃
堤
築
造
年
代
と
紛
争
の
あ
し
あ
と

「
郷
土
志
木
」
五
号
二
一
|
二
五
頁

(
口
)
志
木
市
教
育
委
員
会
編
こ
九
七
八
)
『
志
木
市
郷
土
誌
』

(
印
)
一
九
六

O
年
の
聞
き
と
り
調
査
に
よ
る
。

(
四
)
前
掲
(
日
)
一
四
七
頁

(
却
)
佐
藤
甚
次
郎
こ
九
七
六
)
『
生
活
文
化
と
土
地
柄
』

九
二

l
九
四
頁

三
回
!
三
五
頁




