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文
化
財
係
で
は
、
平
成
二
十
年
三
月
か

ら
東
京
都
交
通
局
の
ご
協
力
を
得
て
、
日

暮
里
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
見
沼
代
親
水
公
園
駅

の
改
札
内
に
お
い
て
、
ミ
ニ
展
示
を
行
っ

て
い
ま
す
。
見
沼
代
親
水
公
園
駅
は
、
舎

人
二
丁
目
に
所
在
し
て
お
り
、
舎
人
は
古

く
か
ら
の
歴
史
が
あ
る
町
で
す
。
駅
の
工

事
に
伴
い
発
掘
調
査
も
行
い
、
そ
の
関
連

で
「
舎
人
遺
跡
　

―

足
立
区
最
古
の
村

―

」

と
題
し
て
、
古
墳
時
代
の
舎
人
遺
跡
か
ら

発
見
さ
れ
た
井
戸
跡
の
説
明
や
土
器
な
ど

を
展
示
し
て
き
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、

工
事
に
よ
る
発
掘
成
果
や
出
土
遺
物
を
駅

に
展
示
す
る
例
と
し
て
京
都
市
営
地
下
鉄

東
西
線
二
条
城
前
駅
が
あ
り
、
現
地
の
歴

史
を
伝
え
る
効
果
的
な
手
法
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
度
、
ミ
ニ
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
、
地

域
の
歴
史
全
体
に
広
げ
、
「
見
沼
代
親
水

公
園
駅
周
辺
の
歴
史
と
足
立
区
の
文
化
財

紹
介
」
と
題
し
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の

舎
人
に
つ
い
て
の
展
示
に
替
え
る
こ
と
と

し
、
三
月
二
十
七
日
に
そ
の
作
業
を
行
い

ま
し
た
。

　
古
代
で
は
、
舎
人
村
の
長
者
の
息
子
と

毛
長
姫
の
婚
姻
に
ま
つ
わ
る
悲
劇
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
毛
長
姫
は
毛
長

川
の
対
岸
の
新
里
村
（
に
っ
さ
と
む
ら
・

現
埼
玉
県
草
加
市
）
の
長
者
の
娘
で
、
嫁

ぎ
先
と
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

毛
長
川
に
身
投
げ
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。

　
中
世
は
、
戦
国
武
将
の
舎
人
孫
四
郎
の

　

武
勇
譚
（
ぶ
ゆ
う
た
ん
）
を
ご
紹
介
し
て

い
ま
す
。
舎
人
孫
四
郎
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

郷
土
博
物
館
の
展
示
「
戦
国
足
立
の
三
国

志

―

宮
城
氏
・
舎
人
氏
・
武
蔵
千
葉
氏

―

」

で
く
わ
し
く
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
戦

国
武
将
と
し
て
有
名
な
太
田
資
正
の
窮
地

を
救
っ
た
と
伝
わ
る
人
物
で
す
。

　
近
世
で
は
、
舎
人
宿
の
歴
史
と
ゴ
ボ
ウ

市
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
舎
人

は
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
宿
場
町
と
し
て

栄
え
、
月
に
六
日
、
市
が
開
か
れ
ま
し
た
。

近
代
に
な
る
と
市
は
開
か
れ
な
く
な
り
ま

す
が
、
年
末
に
だ
け
ゴ
ボ
ウ
市
が
開
か
れ

る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
続

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ゴ
ボ
ウ
市
を

偲
び
、
現
在
も
舎
人
氷
川
神
社
で
舎
人
文

化
市
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
「
舎
人
の
歴
史
写
真
館
」
と
い

う
昭
和
時
代
の
写
真
を
紹
介
す
る
コ
ー

ナ
ー
も
設
け
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
郷
土

写
真
家
石
塚
満
氏
の
撮
影
に
よ
る
見
沼
代

用
水
で
野
菜
を
洗
っ
て
い
る
様
子
、
ゴ
ボ

ウ
市
で
値
段
交
渉
を
し
て
い
る
様
子
、
赤

山
街
道
の
工
事
現
場
の
様
子
の
三
点
の
写

真
を
展
示
し
て
お
り
、
地
域
の
変
化
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
足
立
区
の
文
化
財
紹
介
で
は
、
郷
土
博

物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
古
文
書
を
ご
紹

介
し
、
舎
人
が
戦
国
時
代
に
重
要
な
場
所

だ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
小
さ
な
コ
ー
ナ
ー
で
す
が
、
駅
構
内
と

い
う
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
場
所
を

活
か
し
、
今
ま
で
以
上
に
こ
の
ミ
ニ
展
示

も
く
じ

はい、文化財係です９  見沼代親水公園駅のミニ展示
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新しくなったミニ展示

　郷土の歴史と文化財の魅力を発信します。

は
い
、
文
化
財
係
で
す 
９

見
沼
代
親
水
公
園
駅
の
ミ
ニ
展
示



足 立 史 談

を
活
用
し
、
見
沼
代
親
水
公
園
駅
周
辺
の

歴
史
や
文
化
財
に
つ
い
て
発
信
し
、
新
た

な
魅
力
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

見
沼
代
親
水
公
園
駅
に
お
立
ち
寄
り
の

際
は
、
是
非
ミ
ニ
展
示
を
ご
覧
下
さ
い
。

　
　

（
文
化
財
係　

学
芸
員　

佐
藤
貴
浩
）

　
昭
和
二
十
五
年
に
新
卒
で
東
渕
江
小
学

校
に
赴
任
さ
れ
た
渡
邉
先
生
の
お
話
し
、

最
終
号
に
な
り
ま
す
。

【
分
校
と
の
運
動
会
】

　

生
徒
数
が
増
え
て
、
東
渕
江
小
学
校
か

ら
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
三
月
三

十
一
日
、
大
谷
田
分
校
が
誕
生
し
ま
し
た
。

（
四
月
五
日
に
授
業
が
始
ま
り
、
五
月
一
日

に
足
立
区
立
大
谷
田
小
学
校
と
し
て
独
立

し
ま
す
。
）
そ
の
当
時
、
運
動
会
は
、
本
校
、

分
校
と
合
同
で
行
う
し
き
た
り
で
あ
っ
た

よ
う
で
、
そ
の
年
の
運
動
会
も
合
同
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
大
規
模
な
運
動
会

で
、
ま
ず
困
っ
た
こ
と
が
、
運
動
会
開
催

可
否
の
連
絡
で
す
。
開
催
当
日
、
雨
の
降

り
そ
う
な
曇
り
の
日
は
一
番
困
り
ま
す
。

今
の
よ
う
に
メ
ー
ル
、
電
話
等
が
な
か
っ

　

内
に
す
べ
て
を
終
了
さ
せ
る
計
画
に
な
り

ま
し
た
。
女
性
の
先
生
の
発
言
は
、
今
で

は
当
た
り
前
の
発
言
で
す
が
、
そ
の
当
時

（
男
性
の
発
言
が
よ
り
尊
重
さ
れ
る
雰
囲

気
）
で
は
、
か
な
り
勇
気
の
い
る
発
言
だ
っ

た
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
今
で
は
、
男

女
関
係
な
く
女
性
も
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で

活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
学
校
の
女
性
の

先
生
達
は
、
今
の
時
代
を
先
取
り
す
る
先

駆
者
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
（
昔

か
ら
強
か
っ
た
方
が
先
生
に
な
っ
た
か
、

先
生
だ
か
ら
強
く
な
っ
た
か
は
興
味
が
あ

　

昭和35年ころの運動会
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た
時
代
で
す
の
で
、
広
範
囲
に
一
斉
に
連

絡
す
る
手
段
と
し
て
、
花
火
を
連
絡
手
段

と
し
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。
花
火
が
上
が

れ
ば
、
「
今
日
の
運
動
会
は
決
行
」
の
連

絡
に
な
り
、
運
動
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

中
止
の
連
絡
が
、
花
火
が
鳴
ら
な
か
っ
た

ら
と
い
う
消
極
的
な
連
絡
方
法
で
、
う
ま

く
い
っ
て
い
た
の
か
、
今
で
は
少
々
心
配

で
す
。

　

運
動
会
は
、
娯
楽
の
少
な
い
時
代
で
す

か
ら
、
村
中
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。

学
校
の
校
庭
に
は
、
お
年
寄
り
が
優
先
的

に
座
っ
て
運
動
会
を
見
学
し
て
い
た
だ
け

る
特
等
席
、
今
で
い
う
敬
老
席
が
あ
り
、

老
若
男
女
が
運
動
会
を
楽
し
み
ま
し
た
。

こ
の
敬
老
席
の
考
え
方
は
、
今
で
は
当
た

り
前
に
な
っ
た
電
車
の
シ
ル
バ
ー
シ
ー
ト

よ
り
先
に
導
入
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、

ち
ょ
っ
と
誇
ら
し
い
で
す
ね
。

【
お
ゆ
う
ぎ
】

　

今
で
は
、
ダ
ン
ス
と
い
う
と
こ
ろ
で
す

が
、
当
時
は
、
「
お
ゆ
う
ぎ
」
と
言
っ
て

い
ま
し
た
。
先
生
方
に
も
「
お
ゆ
う
ぎ
」

の
知
識
の
あ
る
方
が
い
な
く
、
学
芸
大
に

み
ん
な
で
「
お
ゆ
う
ぎ
」
を
習
い
に
行
き

ま
し
た
。
楽
曲
は
、
当
然
レ
コ
ー
ド
を
使

い
ま
す
の
で
、
数
少
な
い
レ
コ
ー
ド
屋
さ

ん
に
、
浅
草
ま
で
目
的
の
レ
コ
ー
ド
を
買

い
に
行
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
分
校

で
も
、
同
じ
よ
う
に
準
備
を
進
め
て
練
習

を
重
ね
て
い
ま
し
た
。
運
動
会
が
近
づ
き

合
同
練
習
を
行
っ
て
み
る
と
大
変
な
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
右
手
を
挙
げ
る
動
作

　
　

は
同
じ
で
も
、
前
か
ら
あ
げ
る
動
作
も
あ

れ
ば
、
横
か
ら
あ
げ
る
動
作
も
あ
り
、
同

じ
楽
曲
の
「
お
ゆ
う
ぎ
」
で
も
少
し
ず
つ

違
う
の
で
す
。
運
動
会
本
番
ま
で
の
時
間

が
な
い
と
き
に
、
全
体
練
習
を
二
回
三
回

と
行
い
、
本
番
に
は
綺
麗
な
「
お
ゆ
う
ぎ
」

に
仕
上
が
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
ま

す
。

【
徒
競
走
】

　

普
通
、
徒
競
走
は
、
コ
ー
ス
の
線
引
き

か
ら
一
組
六
名
で
走
る
の
で
す
が
、
分
校

と
の
合
同
運
動
会
で
す
の
で
大
人
数
で
す
。

と
て
も
一
組
六
名
で
の
徒
競
走

で
は
、
組
数
が
増
え
て
、
決
め

ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
時
間
通

り
に
完
結
で
き
ま
せ
ん
。
事
前

検
討
す
る
職
員
会
で
、
一
組
八

名
で
走
ら
せ
て
は
ど
う
か
と
い

う
意
見
が
出
さ
れ
、
こ
の
意
見

に
一
旦
は
傾
き
か
け
ま
し
た
。

（
一
組
の
人
数
を
増
や
せ
ば
、

走
る
組
数
は
少
な
く
で
き
る
）

す
る
と
、
酒
寄
（
さ
か
よ
り
）

先
生
（
女
性
）
が
、
「
怪
我
を

承
知
の
上
で
一
組
八
人
を
走
ら

せ
る
よ
う
な
学
校
に
は
、
私
の

子
供
は
行
か
せ
ま
せ
ん
。
」
と

き
っ
ぱ
り
発
言
を
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
意
見
で
職
員
会
の
雰
囲
気

が
ガ
ラ
リ
と
か
わ
り
、
安
全
に

配
慮
し
た
一
組
六
名
は
維
持
し

つ
つ
、
運
動
会
の
そ
の
他
の
進

行
を
み
ん
な
で
工
夫
し
て
時
間　

昭
和
二
十
五
年
頃
の

　
　
　
東
渕
江
小
学
校

　
　
　
　
　
　
そ
の
三
（
終
）

　
　
　
　
　
　
　
渡
邉
梅
子
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る
と
こ
ろ
で
す
。
）

　

事
前
検
討
を
経
て
徒
競
走
は
六
人
一
組

で
行
い
ま
し
た
。
全
体
時
間
の
短
縮
の
工

夫
の
一
つ
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
同
時
進
行

で
す
。
運
動
場
の
中
央
（
フ
ィ
ー
ル
ド
と

呼
ぶ
と
こ
ろ
で
す
）
で
は
、
息
の
合
っ
た

「
お
ゆ
う
ぎ
」
が
行
わ
れ
、
外
周
で
は
六

人
一
組
の
徒
競
走
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今

の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
も
こ
れ
に
近
い
こ
と

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
時
代
を
先
取
り

し
て
い
ま
し
た
ね
。

【
終
わ
り
に
】

　

私
に
は
、
と
っ
て
も
大
事
に
し
て
い
る

仲
間
が
い
ま
す
。
こ
の
年
（
八
十
九
歳
）

に
な
る
と
友
達
も
少
な
く
な
り
寂
し
く

な
っ
て
き
ま
す
が
、
ま
だ
遊
び
に
誘
っ
て

く
れ
た
り
、
旅
行
に
付
き
合
っ
て
も
ら
え

た
り
す
る
仲
間
で
す
。
こ
の
仲
間
も
七
〇

歳
を
過
ぎ
て
い
ま
す
が
、
付
き
合
い
の
期

間
は
六
〇
年
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ
う
で

す
、
私
が
東
渕
江
小
学
校
で
教
師
に
な
っ

て
初
め
て
の
ク
ラ
ス
の
子
供
た
ち
と
は
ま

だ
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

民
生
委
員
と
し
て
永
年
足
立
で
活
躍
し

表
彰
さ
れ
た
清
水
千
鶴
さ
ん
、
永
年
の
消

防
団
活
動
が
認
め
ら
れ
た
勲
章
を
も
ら
っ

た
三
浦
啓
司
さ
ん
、
地
域
の
子
供
の
為
に

と
学
校
警
備
を
し
て
い
る
大
浜
仁
さ
ん
、

ま
た
、
親
兄
弟
の
介
護
の
た
め
大
谷
田
に

帰
っ
て
き
た
人
、
足
立
を
去
っ
た
方
々
も
、

遠
く
は
鎌
倉
、
千
葉
か
ら
も
集
ま
っ
て
く

れ
ま
す
。
み
ん
な
足
立
、
大
谷
田
を
愛
す

る
人
た
ち
の
集
ま
り
で
す
。

る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
此
間
に
利
害
上

の
小
波
瀾
が
起
っ
て
、
後
藤
郡
長
は
百

方
調
定
に
苦
心
し
て
居
る
」
と
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
「
各
堤
防
の

水
門
」
と
い
う
の
が
、
「
日
誌
」
に
見
え

る
牛
田
圦
と
三
丁
目
圦
な
ど
で
（
こ
の

他
に
も
千
住
地
区
に
は
源
長
寺
圦
や
元

宿
圦
が
あ
り
ま
し
た
）
、
こ
れ
ら
の
開
閉

を
巡
っ
て
南
足
立
郡
長
と
南
葛
飾
郡
長

が
相
談
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。

　

こ
の
よ
う
に
南
葛
飾
郡
長
や
村
長
た
ち明治42年洪水時の牛堰（牛田圦）を写した絵葉書

　

こ
の
仲
間
た
ち
と
の
つ
な
が
り
は
、
私

の
一
生
の
宝
物
で
す
し
、
私
を
含
め
て
こ

の
仲
間
た
ち
を
育
て
て
く
れ
た
大
谷
田
の

町
、
足
立
区
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

人
情
み
が
溢
れ
、
人
と
の
繋
が
り
を
大

事
に
し
て
い
く
大
谷
田
、
足
立
区
の
風
土

が
い
つ
ま
で
も
続
い
て
く
れ
る
こ
と
を

祈
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
あ
、
大
好
き
な
東
渕
江
小
学
校
の
校

歌
を
歌
い
ま
し
ょ
う
。　

-
-
-
 

♫

 
-
-
-
-
-
-

　
み
ど
り
の
路
に
ひ
ら
く
門

　
朝
日
に
は
え
て
な
ら
ぶ
窓

　
友
と
文
読
む
学
校
に

　
仰
ぐ
は
た
の
し
富
士
の
山
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-
-
-
-
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（
終
）

　
　
　
　
　
　
　

元
東
渕
江
小
学
校
教
員

■
「
荒
川
出
水
々
量
調
　
附
日
誌
」
【
二
】

　

（
明
治
四
〇
・
一
九
〇
七
年
八
月
）
二

十
九
日
は
圦
（
い
り
・
川
に
水
を
排
出
す

る
水
門
）
の
開
扉
な
ど
を
め
ぐ
り
問
題
が

起
こ
り
ま
し
た
。
三
丁
目
圦
（
現
在
の
東

武
堀
切
駅
地
先
の
荒
川
河
川
敷
内
）
を
午

　

後
二
時
に
開
扉
し
ま
し
た
。
同
時
刻
に
東

京
府
の
内
務
部
長
と
南
葛
飾
郡
長
が
、
南

足
立
郡
長
に
面
会
に
来
ま
す
。
そ
こ
で
牛

田
圦
（
隅
田
川
か
ら
現
在
の
足
立
郵
便
局

西
側
を
と
お
り
東
武
線
牛
田
駅
西
側
あ
た

り
に
あ
っ
た
圦
）
の
傍
ら
に
あ
っ
た
茶
店

（
圦
の
開
閉
の
管
理
も
し
て
い
ま
し
た
）

で
開
閉
の
相
談
を
し
ま
し
た
。
午
後
三
時

に
は
東
京
府
知
事
が
「
綾
瀬
ノ
切
所
」（
綾

瀬
川
の
決
壊
場
所
）
の
巡
視
に
来
ま
す
。

ま
た
、
南
葛
飾
郡
の
村
長
た
ち
が
圦
の
開

扉
に
つ
い
て
申
出
を
し
て
き
ま
し
た
。
牛

田
圦
と
三
丁
目
圦
を
開
扉
す

る
に
あ
た
っ
て
、
東
部
の
減

水
の
状
況
を
南
足
立
郡
役
所

の
職
員
は
観
測
し
ま
し
た
。

　

『
読
売
新
聞
』
八
月
三
十
一

日
条
に
は
、「

…

北
千
住
一
円

は
水
に
浸
さ
る
ゝ
で
あ
っ
た

ら
う
が
、
幸
い
に
も
昨
日
は

増
水
せ
ず
只
一
昨
日
の
水
が

其
ま
ま
ダ
ブ
ダ
ブ
溜
っ
て
居

る
。
只
此
上
は
各
所
の
水
門

を
開
い
て
此
溜
水
を
荒
川
に

注
い
だ
な
ら
忽
ち
濁
水
を
一

掃
す
る
事
が
出
来
る
。
然
し

此
所
の
之
を
急
速
に
実
行
す

る
事
の
出
来
ぬ
理
由
が
あ
る
。

と
云
ふ
の
は
若
し
各
堤
防
の

水
門
を
開
け
ば
、
荒
川
に
注

ぐ
綾
瀬
川
が
逆
流
し
て
折
角

赤
羽
工
兵
隊
が
昼
夜
兼
行
で

築
き
上
げ
た
堤
防
が
氾
濫
す　
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行
政
文
書
に
見
る

　  
足
立
区
の
水
害
記
録
（
四
）

　
　
　
　
　
　
　    
山
崎
尚
之



足 立 史 談

が
圦
の
開
扉
に
つ
い
て
相
談
し
た
り
申
入

れ
を
し
た
り
す
る
の
は
、
南
足
立
郡
に
あ

る
圦
の
開
扉
が
下
流
で
あ
る
南
葛
飾
郡
に

影
響
を
与
え
る
た
め
、
つ
ま
り
南
葛
飾
郡

の
土
地
に
さ
ら
な
る
浸
水
の
危
険
が
迫
る

こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
南

足
立
郡
の
住
民
と
し
て
は
、
土
地
に
溜

ま
っ
た
水
を
圦
（
水
門
）
の
開
扉
で
荒
川

（
隅
田
川
）
に
排
水
し
た
い
。
し
か
し
、

南
足
立
郡
側
で
排
水
さ
れ
る
と
そ
の
水
が

荒
川
下
流
域
や
綾
瀬
川
を
溢
れ
さ
せ
て
南

葛
飾
郡
内
に
さ
ら
な
る
浸
水
を
も
た
ら
す

危
険
が
あ
る
。
よ
っ
て
南
足
立
郡
長
に
圦

の
開
扉
に
つ
い
て
留
ま
る
よ
う
に
南
葛
飾

郡
長
と
同
郡
各
村
長
は
申
入
れ
を
し
て
く

る
。
こ
の
よ
う
に
洪
水
が
も
た
ら
し
た
水

を
排
水
す
る
か
し
な
い
か
を
め
ぐ
っ
て
難

し
い
判
断
を
迫
ら
れ
る
立
場
に
南
足
立
郡

長
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
花
畑
村
嘉
兵
衛
新
田
で
の
村
民
衝
突

　
こ
の
日
は
さ
ら
に
、
午
後
三
時
こ
ろ
に

花
畑
村
嘉
兵
衛
新
田
（
現
在
の
加
平
・
北

加
平
・
西
加
平
あ
た
り
）
の
土
俵
（
土
の

う
）
の
取
り
除
き
の
こ
と
で
衝
突
が
起

こ
っ
た
と
、
夜
に
な
っ
て
花
畑
村
長
か
ら

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
郡

の
職
員
と
小
石
川
の
警
官
が
派
遣
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
も
『
都
新
聞
』
八
月
三
十
一

日
条
に
よ
る
と
、
綾
瀬
川
か
ら
溢
れ
る
水

を
防
ぐ
た
め
嘉
兵
衛
新
田
の
農
民
が
堤
防

に
土
俵
を
築
い
て
い
ま
し
た
が
、
土
俵
が

築
か
れ
る
と
西
側
の
梅
島
村
の
堤
防
が
溢

れ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
の
土
俵
を
取
り
除

　

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
後
、
南
足
立
郡
役
所
で
は
渡
船
と

し
て
使
用
し
て
い
た
十
五
艘
の
舟
の
う
ち

七
艘
を
返
却
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま

す
。
溢
れ
た
水
で
通
れ
な
く
な
っ
た
場
所

で
人
を
渡
す
の
に
必
要
だ
っ
た
舟
を
返
却

し
た
と
い
う
こ
と
は
、
水
が
少
し
ず
つ
引

い
て
き
て
、
だ
ん
だ
ん
と
舟
を
必
要
と
し

な
い
状
況
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
館
専
門
員
）

こ
う
と
し
て
村
民
同
士
の
衝
突
が
起
こ
り
、

梅
島
村
側
に
三
十
四
人
の
負
傷
者
が
発
生

し
ま
し
た
。
衝
突
勃
発
の
急
報
に
よ
り
千

住
警
察
署
よ
り
警
察
官
が
派
遣
さ
れ
（
小

石
川
の
警
察
官
も
応
援
に
出
張
し
ま
し

た
）
、
妥
協
案
を
提
示
し
て
仲
裁
し
た
と

こ
ろ
折
り
合
い
が
つ
い
た
た
め
衝
突
は
止

み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
か
ら
馳
せ
参
じ
た

人
々
も
解
散
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
同
様
な
衝
突
事
件
は
や
や
上
流
の
内

匠
新
田
で
も
発
生
し
た
と
同
新
聞
は
伝
え

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
以
来
の
溢
水
を
め

ぐ
る
村
同
志
の
争
い
が
こ
こ
で
発
生
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

■
洪
水
排
出
の
押
し
問
答

　
三
〇
日
は
朝
か
ら
堤
防
切
開
き
（
堤
防

に
あ
る
水
門
の
開
扉
）
を
行
う
か
ど
う
か

の
問
題
に
終
始
し
ま
す
。
ま
ず
、
富
岡
氏

（
履
歴
等
不
明
）
ら
と
切
開
き
の
こ
と
を

協
議
し
、
国
の
事
務
官
に
も
こ
の
こ
と
を

申
し
出
ま
す
。
そ
し
て
、
永
野
氏
以
下
七

〜
八
名
が
切
開
き
の
こ
と
で
郡
役
所
に

や
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
東
京
府
の
職
員

が
巡
視
に
来
た
の
で
切
開
き
の
こ
と
を
伝

え
、
佐
々
木
東
海
（
南
足
立
郡
病
院
長
・

町
会
・
郡
会
議
員
）
も
来
て
こ
の
件
を
話

し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
内
務
省
参
事
官

が
視
察
に
や
っ
て
き
ま
す
。
す
る
と
再
び
、

午
後
か
ら
深
夜
一
時
に
か
け
て
数
回
、
永

野
氏
ら
の
一
団
が
来
て
、
「
迫
（
ら
）
レ
」

ま
す
。
ど
う
や
ら
切
開
き
の
こ
と
を
迫
ら

れ
た
よ
う
で
し
た
。
困
惑
し
た
郡
役
所
は
、

数
回
府
知
事
へ
電
話
し
て
切
開
き
の
こ
と

　

を
要
請
し
た
よ
う
で
す
が
、
深
夜
一
時
に

至
っ
て
も
決
定
し
な
い
の
で
、
明
朝
に
回

答
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
永
野
氏
ら
一

団
を
帰
し
ま
す
。
こ
の
永
野
氏
ら
一
団
と

い
う
の
は
千
住
の
地
元
の
住
民
で
、
千
住

地
域
の
溢
れ
て
い
る
水
を
排
水
す
る
た
め

に
水
門
を
開
扉
す
る
こ
と
を
強
く
要
求
し

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
深
夜

一
時
ま
で
数
回
に
渡
っ
て
来
る
と
い
う
の

は
、
な
か
な
か
水
の
減
ら
な
い
状
況
に
対

し
て
水
門
を
開
扉
し
て
排
水
し
な
い
郡
役

所
に
、
相
当
に
業
を
煮
や
し
て
い
た
た
め
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