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武田信玄の総合的治水術
扇状地における流水コントロールシステム

今
も
現
役
の
治
水
シ
ス
テ
ム

人
類
と
い
う
の
は
６
０
０
０
年
に
わ

た
っ
て
水
と
つ
き
合
っ
て
き
て
い
る
わ

け
で
す
。
と
こ
ろ
が
治
水
の
歴
史
を
調

べ
る
と
、
ナ
イ
ル
川
の
ナ
イ
ル
メ
ー
タ

ー
に
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
が
遺
構
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
信
玄
堤
に
注
目

す
る
の
は
、
４
５
０
年
前
に
で
き
て
か

ら
、
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
な
ん

で
す
よ
。

我
々
は
技
術
者
と
し
て
最
新
技
術
を

使
っ
て
河
川
と
つ
き
合
っ
て
い
る
ん
で

す
が
、
千
年
以
上
も
前
か
ら
水
と
人
と

の
か
か
わ
り
の
中
で
培
っ
て
き
た
ノ
ウ

ハ
ウ
を
、
是
非
伝
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

私
は
今
か
ら
７
年
ほ
ど
前
に
、
国
土

交
通
省
で
山
梨
県
全
域
の
河
川
と
道
路

を
管
理
す
る
甲
府
事
務
所
長
を
や
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
富
士
川
全
川

和田一範
わだかずのり

独立行政法人土木研究所研究企画監博士（工学）

1955年川崎市生まれ。東京工業大学土木工学科卒業後、
1978年建設省（当時）入省。建設省高知工事事務所長、
宮城県河川課長、国土交通省甲府工事事務所長、国土交
通省国土技術政策総合研究所流域管理研究官、愛媛大学
教授防災情報研究センター副センター長を経て、現職。

主な著書に『信玄堤　千二百年の系譜と大陸からの潮流』
（山梨日日新聞社 2002）、『グラフ信玄堤-千二百年の系
譜と大陸からの潮流』（山梨日日新聞社2003）ほか

水を制するものは、国を制す。

戦国時代の勇武田信玄は、

暴れ川を治め、新田開発することで

富国を目指しました。

その仕組みは、実に雄大な規模です。

人心を掌握し、

川除普請を実行した総合力に、

治水の叡智を学びます。

を
担
当
し
て
い
ま
す
。

富
士
川
と
い
う
の
は
南
ア
ル
プ
ス
か

ら
流
れ
て
き
て
、
甲
府
盆
地
を
流
れ
て

い
る
間
は
釜
無
川
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

笛
吹
川
と
い
う
も
う
１
つ
の
大
き
な
河

川
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
２
つ
が
合
流

し
た
所
か
ら
海
ま
で
を
富
士
川
と
呼
ん

で
い
ま
す
。

赴
任
し
て
か
ら
、
こ
こ
に
あ
る
信
玄

堤
が
４
５
０
年
間
機
能
し
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
い
ろ
い
ろ
と
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、

か
な
り
の
蘊
蓄

う
ん
ち
く

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
所
で
話
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
地
元
の
山
梨
日
日
新
聞
が

本
に
し
て
み
な
い
か
、
と
言
っ
て
く
れ

て
１
年
ぐ
ら
い
か
け
て
書
い
た
の
で
す
。

驚
い
た
こ
と
に
中
村
星
湖
文
学
賞
と
い

う
山
梨
県
の
文
学
賞
を
い
た
だ
い
て
、

地
元
で
は
一
瞬
で
す
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
流
れ
で
写
真
集
も
つ
く
り
、
技

術
的
提
言
と
か
、
政
策
的
提
言
を
加
え

て
、
ド
ク
タ
ー
論
文
に
も
仕
立
て
ま
し

た
。
講
演
集
は
﹃
河
川
文
化
︱
そ
の
19
﹄

（
社
団
法
人
日
本
河
川
協
会
２
０
０
５
）
と
い
う

本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

祭
り
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
利
用

武
田
信
玄
は
、
信
玄
堤
を
含
む
ト
ー

タ
ル
な
仕
組
み
で
、
流
水
を
統
制
し
ま

し
た
。
私
は
そ
れ
を
﹁
流
水
コ
ン
ト
ロ

かつて甲斐の国には、御幸祭が3つあったと
いわれている。おみゆきさんは「東御幸」。
上は、一之宮浅間（あさま）神社境内での様
子。「ソッコーダイッと」という掛け声で練
り歩く。現在では境内と近隣を練り歩いた後、
神輿はトラックで竜王の信玄堤まで運ばれ、
二之宮美和神社、三之宮玉諸神社の神輿と合
流し、三社神社の鳥居をくぐる。
神事の後、川に向かって水神と書かれた白い
石が投げられる。これを拾うと、厄除けや無
病息災にご利益があるといわれ、先を争って
拾おうとする人たちが待ち構えている。
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ー
ル
シ
ス
テ
ム
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
で

す
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
河
川
と
の
つ

き
合
い
方
を
熟
知
し
た
、
か
な
り
サ
ス

テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
施
設
も
卓
越
し
て
い
ま
す

が
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
も
大
変

素
晴
ら
し
い
シ
ス
テ
ム
が
考
え
出
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
毎
年
４
月
15
日

に
行
な
わ
れ
る
、
洪
水
期
前
の
水
防
の

お
祭
り
で
あ
る
御
幸
祭
、
通
称
﹁
お
み

ゆ
き
さ
ん
﹂
で
す
。

信
玄
堤
の
完
成
よ
り
７
０
０
年
前
ま

で
遡
る
平
安
時
代
、
西
暦
８
２
５
年

（
天
長
２
）
に
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

甲
斐
国
司
で
あ
る
文
屋
秋
津

ふ
ん
や
の
あ
き
つ

と
い
う
人

が
、
釜
無
川
の
洪
水
の
報
告
を
朝
廷
に

し
た
と
こ
ろ
、
朝
廷
か
ら
勅
使
が
来
た
。

そ
し
て
甲
府
盆
地
の
中
に
あ
る
一
宮
、

二
宮
、
三
宮
と
い
う
３
つ
の
神
社
で
共

同
し
て
、
信
玄
堤
の
あ
る
場
所
に
神
社

を
つ
く
り
な
さ
い
、
毎
年
お
祭
り
を
し

な
さ
い
、
と
指
示
し
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、
毎
年
続
い
て
い
る
祭
り

で
す
。
た
だ
、
１
８
７
１
年
（
明
治
４
）

に
太
政
官
布
告
﹁
官
社
以
下
定
額
・
神

官
職
制
等
規
則
﹂
に
よ
り
近
代
社
格
制

度
が
制
定
さ
れ
る
と
、
国
が
予
算
的
な

補
助
を
す
る
神
社
は
一
県
に
一
つ
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
一
宮
浅
間

い
ち
の
み
や
あ
さ
ま

神
社
以
外

の
祭
り
は
伝
統
の
幕
を
い
っ
た
ん
閉
じ

ま
し
た
。
二
宮
、
三
宮
の
祭
り
は
ど
う

し
た
か
と
い
う
と
、
地
元
の
祭
り
と
し

て
続
い
て
き
ま
し
た
。

私
が
所
長
の
と
き
に
そ
の
こ
と
に
気

づ
き
、
二
宮
、
三
宮
に
声
を
掛
け
た
と

こ
ろ
、
結
構
み
な
さ
ん
が
乗
っ
て
き
て

く
れ
て
。
２
０
０
３
年
、
実
に
１
３
０

年
ぶ
り
に
再
び
三
社
合
わ
せ
た
御
幸
祭
、

三
社
御
幸
が
復
活
し
て
い
ま
す
。

お
み
ゆ
き
さ
ん
が
な
ぜ
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
シ
ス
テ
ム
か
と
い
う
と
、
大
変
な
人

数
が
練
り
歩
き
ま
す
か
ら
、
堤
防
の
踏

み
固
め
を
す
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。

香
川
県
に
あ
る
満
濃
池
で
弘
法
大
師
が

盆
踊
り
を
し
た
、
と
い
う
言
い
伝
え
と

同
じ
役
目
を
担
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
神
輿
が
出
る
笛
吹
市
の
一
宮
浅

間
神
社
は
、
信
玄
堤
か
ら
20
d
も
離
れ

て
い
ま
す
。
今
は
担
い
で
歩
い
て
行
く

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、
ト
ラ
ッ

ク
で
堤
ま
で
持
っ
て
い
き
ま
す
が
、
当

時
は
練
り
歩
き
な
が
ら
行
っ
て
帰
っ
て

く
る
と
、
次
の
日
の
朝
に
な
っ
て
い
た

と
い
い
ま
す
。

こ
の
祭
り
の
面
白
い
の
は
、
堤
防
付

近
の
人
で
は
な
く
、
甲
府
盆
地
の
い
わ

ば
受
益
者
が
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
に

祭
り
を
行
な
う
、
と
い
う
点
で
す
。

江
戸
時
代
の
宝
暦
年
間
（
１
７
０
０
年
代

中
期
）
の
絵
巻
物
（
一
宮
浅
間
神
社
所
蔵
）
を

見
る
と
３
０
０
人
ぐ
ら
い
の
人
が
描
か

れ
て
い
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
大
名
行
列

ぐ
ら
い
の
人
数
で
す
。
当
時
は
年
２
回
、

春
と
秋
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

三
宮
の
玉
諸

た
ま
も
ろ

神
社
は
由
緒
あ
る
神
社

で
、
﹃
古
事
記
﹄
に

倭
建
命

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

が
甲
府

に
や
っ
て
来
て
、
洪
水
を
鎮
め
る
た
め

に
玉
を
埋
め
た
、
と
い
う
伝
説
が
あ
り

ま
す
。
絵
巻
物
で
は
三
宮
は
神
輿
で
は

な
く
御
幣
を
持
っ
て
、
抜
き
身
の
薙
刀

を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
か
深
い

意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
宮
司
さ

ん
に
も
う
か
が
い
ま
し
た
が
、
ち
ょ
っ

と
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

ど
う
い
う
ル
ー
ト
を
歩
い
た
か
と
い

う
明
治
年
間
の
記
録
が
残
っ
て
い
て
、

プ
ロ
ッ
ト
し
た
地
図
が
あ
り
ま
す
。
３

つ
の
行
列
が
合
流
し
て
、
隊
列
を
組
ん

で
信
玄
堤
の
三
社
神
社
に
向
か
い
ま
す
。

ル
ー
ト
を
見
ま
す
と
、
信
玄
堤
だ
け
で

は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
河
川
の
要
所
要

所
を
踏
み
固
め
な
が
ら
や
っ
て
来
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

信
玄
は
こ
の
祭
り
を
強
く
奨
励
し
ま

し
た
。
赤
い
着
物
を
着
て
、
化
粧
を
し
、

女
装
し
た
姿
で
神
輿
を
担
ぐ
と
い
う
変

わ
っ
た
祭
り
で
、
こ
れ
は
祀
ら
れ
て
い

る
の
が
木
花
咲
耶
姫

こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め

と
い
う
女
性
の
神

様
で
、
男
性
の
担
ぎ
手
だ
と
恥
ず
か
し

が
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
通
説
で
す
。

い
つ
か
ら
こ
う
な
っ
た
の
か
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
信
玄
の
時
代
か
ら
女
装
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
神
輿
練
り
を
毎
年
続
け
る
の
は
、

現
代
で
は
な
か
な
か
大
変
な
ん
で
す
よ
。

一
宮
神
社
は
氏
子
さ
ん
が
多
い
の
で
い

い
の
で
す
が
、
二
宮
、
三
宮
は
ト
ラ
ッ

ク
の
代
金
な
ど
を
捻
出
す
る
の
に
苦
労

し
て
い
る
み
た
い
で
す
。

し
か
し
、
水
防
の
自
助
、
共
助
の
観

点
か
ら
も
、
年
に
１
回
ぐ
ら
い
は
川
と

一
之
宮

浅
間
神
社

二
之
宮

美
和
神
社

三
之
宮

玉
諸
神
社

八幡神社上
石
田

三
社
神
社

一
蓮
寺

竜
王

三
社
神
社

信
玄
堤

釜
無
川

笛吹
川

平等
川

日川

金
川

重川

荒
川

和田一範『信玄提』（山梨日日新聞社 2002）および国土地理院『基盤地図情報』より作図

御幸ルート図
古い時代の御幸ルート（甲斐国志などから推測）
江戸時代一之宮浅間神社の御幸ルート（山梨歴史の道調査報告書御幸道より作成）

国土地理院基盤地図情報（縮尺レ
ベル25000）「山梨」を元に作図

右から、一之宮浅間（あさま）神社、二之宮美和神社、三之宮玉諸神社。三之宮の担ぎ手が着てい
る法被（はっぴ）には、○に三の紋。
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治
水
に
関
心
を
寄
せ
る
た
め
に
こ
う
し

た
祭
り
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

甲
府
盆
地
は
扇
状
地

信
玄
堤
は
、
釜
無
川
が
甲
府
盆
地
に

出
て
き
た
、
ち
ょ
う
ど
扇
状
地
の
扇
頂

部
に
あ
る
堤
防
で
す
。
山
梨
県
甲
斐
市

竜
王
と
い
う
場
所
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
の
堤
防
の
上
に
生
え
て
い
る
木
は
、

堤
防
が
切
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
に
つ

く
る
﹁
木
流
し
工
﹂
と
い
う
水
制
工
を

つ
く
る
の
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
木

も
信
玄
が
植
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
信
玄
堤
の
シ
ス
テ
ム

の
中
で
ご
く
一
部
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
。

笛
吹
川
が
扇
状
地
に
出
て
き
た
所
に

万
力
林
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
も

信
玄
が
つ
く
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
て
、

こ
の
２
つ
で
甲
府
盆
地
の
治
水
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。

富
士
川
の
氾
濫
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
見
る
と
、
こ
こ
が
切
れ
る
と
大
変
な

こ
と
に
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
決

壊
後
１
時
間
で
、
甲
府
盆
地
全
体
が
水

深
１
ｍ
の
水
浸
し
に
な
る
の
で
す
。

４
時
間
後
に
な
る
と
、
釜
無
川
の
下

流
部
に
い
た
っ
て
は
水
深
３
ｍ
に
達
し

ま
す
。
水
深
３
ｍ
と
い
う
の
は
１
階
の

軒
下
よ
り
上
に
な
り
ま
す
か
ら
、
多
く

の
死
者
が
出
る
大
災
害
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

昔
の
流
路
が
﹃
甲
斐
国
志
﹄
と
い
う

江
戸
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
文
献
に
載

っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
釜
無
川
は
今
よ

り
東
の
ほ
う
に
流
れ
て
い
ま
し
た
。
御み

勅
使

だ
い

川
と
い
う
信
玄
堤
を
語
る
上
で
重

要
な
支
川
が
あ
る
ん
で
す
が
、
も
っ
と

南
を
流
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
甲

府
盆
地
の
真
ん
中
に
向
か
っ
て
２
つ
の

川
が
流
れ
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

信
玄
の
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

信
玄
の
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ

ム
を
順
番
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
Ａ
の
場
所
は
（
13
ペ
ー
ジ
上
図
）
、

夜
叉
神
峠
と
い
う
南
ア
ル
プ
ス
の
方
面

に
上
っ
て
い
く
県
道
に
沿
っ
て
流
れ
る

沢
な
ん
で
す
が
、
御
勅
使
川
と
い
う
非

常
な
急
流
河
川
で
す
。
土
石
流
が
起
き

易
く
、
こ
の
辺
り
は
常
に
被
害
に
さ
ら

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
こ

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
こ
と
が
、
非

常
に
重
要
で
し
た
。

そ
れ
で
Ａ
の
場
所
に
﹁
出
し
﹂
と
呼

ば
れ
る
石
の
水
制
を
つ
く
っ
て
、
御
勅

使
川
が
南
の
ほ
う
に
流
れ
て
い
く
の
を

防
ご
う
と
し
ま
し
た
。
文
献
に
は
５
つ

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在

は
３
つ
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
石
積
み
で
す
。
片
端
か
ら
積

み
始
め
て
反
対
端
ま
で
行
っ
て
戻
っ
て

く
る
﹁
行
っ
て
こ
い
積
み
﹂
と
い
う
積

み
方
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
中
期
の
技
術
で
、
信
玄
の
時
代
に
は

こ
う
い
う
積
み
方
は
無
か
っ
た
。
信
玄

重たい神輿を担いで練り歩くことによって、土手が踏み固められる。
着物は軟派だが、足許は硬派。水防の祭だけに、消防団も堤防に集結。

が
住
ん
で
い
た
躑
躅
ヶ
崎

つ

つ

じ

が

さ

き

の
館
と
い
う

城
が
あ
り
ま
す
が
（
現
・
信
玄
神
社
）
、
こ

こ
の
石
垣
は
稚
拙
な
積
み
方
で
、
江
戸

時
代
に
入
っ
て
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
な

し
っ
か
り
し
た
石
積
み
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
御
勅
使
川
の
﹁
出
し
﹂
は
、
信
玄

の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
、
徐
々

に
直
し
な
が
ら
使
い
続
け
て
い
た
と
考

え
て
い
ま
す
。

Ｂ
の
場
所
に
は
﹁
白
根
の
将
棋
頭
﹂

と
い
う
施
設
を
つ
く
っ
て
、
御
勅
使
川

を
２
つ
に
分
け
て
い
ま
す
。
２
つ
に
分

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

減
ず
る
、
と
い
う
の
が
目
的
で
す
。

﹁
将
棋
頭
﹂
は
、
Ｃ
の
場
所
に
も
あ

っ
て
、
﹁
竜
岡
の
将
棋
頭
﹂
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
さ
ら
に
川
を
２

つ
に
分
け
て
い
ま
し
た
。

将
棋
頭
に
よ
っ
て
、
２
つ
に
分
け
ら

れ
て
い
た
御
勅
使
川
は
、
今
は
砂
防
工

事
に
よ
っ
て
新
し
い
流
路
の
み
が
本
川

と
な
っ
て
い
ま
す
。
廃
川
に
な
っ
た
前

御
勅
使
川
は
、
今
は
県
道
南
ア
ル
プ
ス

線
と
い
う
道
路
に
な
っ
て
い
ま
す
。

八
ヶ
岳
が
噴
火
し
た
と
き
に
火
砕
流

が
流
れ
て
で
き
た
段
丘
の
先
端
を
切
り

割
っ
て
、
こ
こ
に
流
路
を
通
す
よ
う
に

し
た
の
が
D
の
場
所
で
す
。
こ
こ
を

﹁
堀
切

ほ
っ
き
り

﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
先
に
十
六
石
と
い
う

施
設
E
が
あ
っ
て
、
釜
無
川
の
流
れ
を

ぶ
つ
け
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
ど
ん
な
形
状
だ
っ
た
か
確
認
で
き
な

い
の
で
す
が
、
巨
石
を
並
べ
た
と
か
積



相
川

荒
川

御勅使川

釜
無
川

A

F

E
D

G
C

B

白
根
将
棋
頭

竜
岡
将
棋
頭

石
積
出
し

堀
切

十六石

高
岩

信
玄
堤

前御勅使川

徳
島
堰
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治
水
に
関
心
を
寄
せ
る
た
め
に
こ
う
し

た
祭
り
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

甲
府
盆
地
は
扇
状
地

信
玄
堤
は
、
釜
無
川
が
甲
府
盆
地
に

出
て
き
た
、
ち
ょ
う
ど
扇
状
地
の
扇
頂

部
に
あ
る
堤
防
で
す
。
山
梨
県
甲
斐
市

竜
王
と
い
う
場
所
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
の
堤
防
の
上
に
生
え
て
い
る
木
は
、

堤
防
が
切
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
に
つ

く
る
﹁
木
流
し
工
﹂
と
い
う
水
制
工
を

つ
く
る
の
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
木

も
信
玄
が
植
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
信
玄
堤
の
シ
ス
テ
ム

の
中
で
ご
く
一
部
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
。

笛
吹
川
が
扇
状
地
に
出
て
き
た
所
に

万
力
林
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
も

信
玄
が
つ
く
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
て
、

こ
の
２
つ
で
甲
府
盆
地
の
治
水
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。

富
士
川
の
氾
濫
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
見
る
と
、
こ
こ
が
切
れ
る
と
大
変
な

こ
と
に
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
決

壊
後
１
時
間
で
、
甲
府
盆
地
全
体
が
水

深
１
ｍ
の
水
浸
し
に
な
る
の
で
す
。

４
時
間
後
に
な
る
と
、
釜
無
川
の
下

流
部
に
い
た
っ
て
は
水
深
３
ｍ
に
達
し

ま
す
。
水
深
３
ｍ
と
い
う
の
は
１
階
の

軒
下
よ
り
上
に
な
り
ま
す
か
ら
、
多
く

の
死
者
が
出
る
大
災
害
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

昔
の
流
路
が
﹃
甲
斐
国
志
﹄
と
い
う

江
戸
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
文
献
に
載

っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
釜
無
川
は
今
よ

り
東
の
ほ
う
に
流
れ
て
い
ま
し
た
。
御み

勅
使

だ
い

川
と
い
う
信
玄
堤
を
語
る
上
で
重

要
な
支
川
が
あ
る
ん
で
す
が
、
も
っ
と

南
を
流
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
甲

府
盆
地
の
真
ん
中
に
向
か
っ
て
２
つ
の

川
が
流
れ
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

信
玄
の
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

信
玄
の
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ

ム
を
順
番
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
Ａ
の
場
所
は
（
13
ペ
ー
ジ
上
図
）
、

夜
叉
神
峠
と
い
う
南
ア
ル
プ
ス
の
方
面

に
上
っ
て
い
く
県
道
に
沿
っ
て
流
れ
る

沢
な
ん
で
す
が
、
御
勅
使
川
と
い
う
非

常
な
急
流
河
川
で
す
。
土
石
流
が
起
き

易
く
、
こ
の
辺
り
は
常
に
被
害
に
さ
ら

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
こ

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
こ
と
が
、
非

常
に
重
要
で
し
た
。

そ
れ
で
Ａ
の
場
所
に
﹁
出
し
﹂
と
呼

ば
れ
る
石
の
水
制
を
つ
く
っ
て
、
御
勅

使
川
が
南
の
ほ
う
に
流
れ
て
い
く
の
を

防
ご
う
と
し
ま
し
た
。
文
献
に
は
５
つ

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在

は
３
つ
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
石
積
み
で
す
。
片
端
か
ら
積

み
始
め
て
反
対
端
ま
で
行
っ
て
戻
っ
て

く
る
﹁
行
っ
て
こ
い
積
み
﹂
と
い
う
積

み
方
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
中
期
の
技
術
で
、
信
玄
の
時
代
に
は

こ
う
い
う
積
み
方
は
無
か
っ
た
。
信
玄

み
上
げ
た
と
か
文
献
に
は
書
い
て
あ
り

ま
す
。
こ
れ
に
御
勅
使
川
か
釜
無
川
の

流
れ
を
ぶ
つ
け
た
と
あ
り
ま
す
。

十
六
石
は
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。
地

中
レ
ー
ダ
ー
を
使
っ
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、

巨
石
が
発
見
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は

な
い
か
、
と
い
う
場
所
に
案
内
看
板
を

出
し
て
あ
り
ま
す
。
古
地
図
を
見
る
と
、

巨
石
を
積
み
上
げ
た
水
制
施
設
の
よ
う

で
す
。
流
れ
を
変
え
て
高
岩
に
当
て
る

た
め
に
、
御
勅
使
川
で
は
な
く
、
釜
無

川
を
十
六
石
に
ぶ
つ
け
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
。

こ
の
流
れ
を
、
や
は
り
溶
岩
流
が
固

ま
っ
て
で
き
た
﹁
高
岩
﹂
と
い
う
崖
に

ぶ
つ
け
た
の
が
F
。
高
岩
が
切
れ
た
所

は
、
通
常
の
堤
防
の
区
間
で
す
か
ら
、

合
流
し
て
き
た
御
勅
使
川
の
勢
い
を
受

け
止
め
き
れ
ず
に
、
甲
府
盆
地
の
ほ
う

ま
で
流
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
の
で
す
。

で
す
か
ら
堀
切
も
十
六
石
も
、
流
水

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
合
流

し
た
流
れ
の
勢
い
を
高
岩
に
ぶ
つ
け
る

た
め
の
仕
組
み
で
し
た
。

将
棋
頭
で
流
れ
を
２
つ
に
分
け
た
と

き
に
で
き
た
前
御
勅
使
川
も
釜
無
川
に

合
流
し
ま
す
が
、
合
流
地
点
は
高
岩
よ

り
下
流
で
す
か
ら
甲
府
盆
地
ま
で
行
っ

て
し
ま
う
恐
れ
が
生
じ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
釜
無
川
と
前
御
勅
使
川

が
合
流
し
た
こ
の
流
れ
の
勢
い
を
、
高

岩
に
ぶ
つ
か
っ
て
跳
ね
返
っ
て
き
た
流

れ
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
で
、
相
殺
し
て
い

ま
す
。
高
岩
に
ぶ
つ
か
っ
て
跳
ね
返
っ

て
く
る
流
れ
を
﹁
高
岩
跳
ね
﹂
と
呼
ん

で
い
て
、
こ
れ
を
う
ま
く
利
用
し
て
い

る
の
で
す
。
ま
さ
に
水
を
も
っ
て
水
を

制
す
、
の
実
例
で
す
。

信
玄
は
、
こ
の
よ
う
に
複
合
的
な
シ

ス
テ
ム
を
組
み
合
わ
せ
て
、
流
水
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。

信
玄
堤
は
霞
堤

G
の
地
点
が
信
玄
堤
に
な
り
ま
す
。

堤
防
と
い
う
の
は
つ
な
が
っ
て
い
る

の
が
普
通
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ

は
切
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
霞
堤
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
信
玄
堤
は
、
こ
う
い

っ
た
不
連
続
の
堤
防
を
幾
つ
も
つ
く
っ

て
い
る
、
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

普
通
に
考
え
る
と
﹁
間
が
空
い
て
い

た
ら
困
る
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
思
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
水
に
な
っ
た
と
き

に
隙
間
か
ら
じ
わ
っ
と
水
が
あ
ふ
れ
て
、

再
び
隙
間
を
通
っ
て
川
に
戻
っ
て
い
く

と
い
う
仕
組
み
で
す
。
あ
ふ
れ
た
と
い

っ
て
も
、
時
間
は
せ
い
ぜ
い
１
日
か
ら

半
日
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
あ
ふ
れ
た
水

が
ち
ゃ
ん
と
戻
っ
て
い
く
よ
う
に
で
き

て
い
る
ん
で
す
ね
。

も
し
も
堤
防
を
つ
な
ぐ
と
ど
う
な
る

か
と
い
う
と
、
堤
防
の
一
番
上
ま
で
水

位
が
上
が
っ
て
き
て
、
あ
る
一
カ
所
が

ボ
ン
と
切
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
切
れ

た
所
が
流
路
に
な
っ
て
、
甲
府
盆
地
の

中
心
部
に
一
気
に
流
れ
込
む
よ
う
な
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
不
連
続
に
し
て
あ
る
と

い
う
の
は
、
一
カ
所
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

集
中
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
も

あ
る
ん
で
す
。

模
型
実
験
で
検
証

将
棋
頭
と
い
う
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
施
設
は
、
私
の
知
る
限
り
、
日
本
に

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
と
て
も
不

思
議
な
ん
で
す
が
、
な
ぜ
信
玄
だ
け
が

こ
う
い
う
施
設
を
つ
く
っ
た
の
か
。

強
い
て
似
た
も
の
を
挙
げ
る
と
静
岡

県
の
大
井
川
に
舟
形
輪
中
と
い
う
シ
ス

テ
ム
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
屋
敷
林
を

舟
の
形
に
し
て
、
大
井
川
が
あ
ふ
れ
た

と
き
に
家
を
守
れ
る
よ
う
に
し
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
舟
形
輪
中
に
は

石
垣
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
静
岡
は
駿

河
の
国
で
、
信
玄
と
も
ゆ
か
り
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
つ
な
が
り
を
探
り
た
い
と

こ
ろ
で
す
。

ド
ク
タ
ー
論
文
に
載
せ
ま
し
た
が
、

私
は
模
型
実
験
で
、
流
路
に
土
砂
が
溜

ま
っ
て
い
っ
て
自
然
に
砂
州
が
で
き
る

こ
と
を
検
証
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
施
設
と
い
う
の
は
、
何
も

な
い
と
こ
ろ
か
ら
い
き
な
り
つ
く
ろ
う

と
す
る
と
、
大
変
な
労
力
が
か
か
り
ま

す
。
河
川
の
流
路
が
蛇
行
し
て
い
く
と

と
も
に
、
自
然
に
土
砂
が
溜
ま
っ
て
い

っ
た
砂
礫
堆

さ
れ
き
た
い

を
利
用
し
て
、
石
を
張
っ

て
補
強
を
し
て
こ
の
よ
う
な
施
設
を
つ

荒
川

御勅使川

釜
無
川

重たい神輿を担いで練り歩くことによって、土手が踏み固められる。
着物は軟派だが、足許は硬派。水防の祭だけに、消防団も堤防に集結。

信
玄
以
降
の
、
大
雨
の
と
き
の
流
路
。

右
は
そ
れ
以
前
の
流
路
の
想
像
図
。

明
治
21
年
に
測
量
し
た
２
万
分
の
１
地
図
（
国
土
地
理
院
）
よ
り
作
図

が
住
ん
で
い
た
躑
躅
ヶ
崎

つ

つ

じ

が

さ

き

の
館
と
い
う

城
が
あ
り
ま
す
が
（
現
・
信
玄
神
社
）
、
こ

こ
の
石
垣
は
稚
拙
な
積
み
方
で
、
江
戸

時
代
に
入
っ
て
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
な

し
っ
か
り
し
た
石
積
み
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
御
勅
使
川
の
﹁
出
し
﹂
は
、
信
玄

の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
、
徐
々

に
直
し
な
が
ら
使
い
続
け
て
い
た
と
考

え
て
い
ま
す
。

Ｂ
の
場
所
に
は
﹁
白
根
の
将
棋
頭
﹂

と
い
う
施
設
を
つ
く
っ
て
、
御
勅
使
川

を
２
つ
に
分
け
て
い
ま
す
。
２
つ
に
分

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

減
ず
る
、
と
い
う
の
が
目
的
で
す
。

﹁
将
棋
頭
﹂
は
、
Ｃ
の
場
所
に
も
あ

っ
て
、
﹁
竜
岡
の
将
棋
頭
﹂
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
さ
ら
に
川
を
２

つ
に
分
け
て
い
ま
し
た
。

将
棋
頭
に
よ
っ
て
、
２
つ
に
分
け
ら

れ
て
い
た
御
勅
使
川
は
、
今
は
砂
防
工

事
に
よ
っ
て
新
し
い
流
路
の
み
が
本
川

と
な
っ
て
い
ま
す
。
廃
川
に
な
っ
た
前

御
勅
使
川
は
、
今
は
県
道
南
ア
ル
プ
ス

線
と
い
う
道
路
に
な
っ
て
い
ま
す
。

八
ヶ
岳
が
噴
火
し
た
と
き
に
火
砕
流

が
流
れ
て
で
き
た
段
丘
の
先
端
を
切
り

割
っ
て
、
こ
こ
に
流
路
を
通
す
よ
う
に

し
た
の
が
D
の
場
所
で
す
。
こ
こ
を

﹁
堀
切

ほ
っ
き
り

﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
先
に
十
六
石
と
い
う

施
設
E
が
あ
っ
て
、
釜
無
川
の
流
れ
を

ぶ
つ
け
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
ど
ん
な
形
状
だ
っ
た
か
確
認
で
き
な

い
の
で
す
が
、
巨
石
を
並
べ
た
と
か
積
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く
っ
た
、
と
い
う
ほ
う
が
理
に
か
な
っ

て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
に
山
梨
県
が

行
な
っ
た
遺
跡
分
布
調
査
の
報
告
書
に
、

縦
に
並
ん
で
い
る
小
さ
な
レ
の
字
が
載

っ
て
い
ま
す
。
現
地
に
行
く
と
小
さ
な

石
垣
積
み
の
も
の
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

山
梨
で
堰

せ
ぎ

と
い
う
と
用
水
路
の
こ
と

な
ん
で
す
が
、
徳
島
堰
と
い
う
用
水
路

の
水
門
と
か
分
派
施
設
を
守
る
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
石
積
み
だ
っ
た
ん
で
す
。

徳
島
堰
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
に
入

っ
て
か
ら
徳
島
兵
左
衛
門
と
い
う
人
に

よ
っ
て
、
１
６
６
６
年
（
寛
文
６
）
に
つ

く
ら
れ
た
用
水
路
で
す
。
徳
島
兵
左
衛

門
は
将
棋
頭
を
見
て
、
こ
う
い
う
も
の

を
つ
く
っ
て
用
水
路
を
守
ろ
う
、
と
思

い
つ
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

こ
ん
な
に
重
要
な
施
設
が
、
今
ま
で

ま
っ
た
く
顧
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
も
驚
き
で
す
が
、
こ
の
発
見

は
地
元
の
新
聞
に
も
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

文
久
年
間
の
古
図
を
見
る
と
、
将
棋

頭
が
３
つ
あ
り
ま
す
し
、
明
治
初
期
の

大
日
本
帝
国
測
量
図
と
い
う
最
初
期
の

５
万
分
の
１
の
地
図
を
見
る
と
、
将
棋

頭
の
よ
う
に
レ
の
字
の
形
の
も
の
が
幾

つ
も
見
ら
れ
ま
す
。
大
き
な
も
の
だ
け

で
４
つ
あ
り
ま
す
。

高
岩
の
下
流
に
も
﹁
出
し
﹂
が
あ
り

ま
す
。
現
在
の
も
の
は
新
し
く
つ
く
ら

れ
た
﹁
出
し
﹂
で
す
が
、
お
み
ゆ
き
さ

ん
の
石
投
げ
の
儀
式
は
、
古
来
、
こ
の

一
番
出
し
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
も
く
わ
し
い
記
録
が

無
い
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、

実
は
信
玄
堤
に
関
す
る
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
の
文
献
は
残
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。

信
玄
は
病
死
す
る
ん
で
す
が
、
そ
の

跡
を
勝
頼
が
継
ぎ
、
勝
頼
は
織
田
信
長

に
長
篠

な
が
し
の

の
合
戦
で
敗
退
し
ま
す
。
そ
の

後
韮
崎
城
に
籠
り
ま
す
が
、
最
後
は
織

田
信
長
と
徳
川
家
康
の
連
合
軍
に
天
目

山
（
現
・
甲
斐
大
和
の
辺
り
）
で
敗
れ
て
、

武
田
家
は
滅
ぶ
わ
け
で
す
。
こ
の
と
き

に
武
田
二
十
四
将
と
い
わ
れ
る
家
臣
た

ち
は
家
康
に
雇
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
こ

の
と
き
に
大
事
な
文
書
は
す
べ
て
処
分

さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

信
玄
の
経
済
政
策
で
一
番
有
名
な
甲

州
金
と
信
玄
堤
に
関
す
る
文
献
は
、
ま

っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
文
献

に
信
玄
堤
の
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
、

江
戸
時
代
中
期
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

武
田
信
玄
・
勝
頼
に
仕
え
た
武
将
、

高
坂

こ
う
さ
か

弾
正
忠

だ
ん
じ
ょ
う
の
ち
ゅ
う

虎
綱

と
ら
つ
な

（
高
坂
昌
信
）
の

日
記
と
い
わ
れ
て
い
る
﹃
甲
陽
軍
艦
﹄

に
も
、
信
玄
堤
の
こ
と
は
出
て
き
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
治
水
の
要
で
あ
る
信

玄
堤
は
、
ト
ッ
プ
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

家
康
に
も
受
け
継
が
れ
た
も
の

信
玄
は
ま
た
、
信
玄
堤
を
守
る
た
め

に
竜
王
河
原
宿
と
い
う
新
田
開
発
を
行

な
い
、
開
拓
団
を
募
り
ま
し
た
。
特
区

を
つ
く
り
、
税
金
を
免
除
す
る
代
わ
り

に
、
治
水
に
当
た
ら
せ
ま
し
た
。
こ
れ

が
い
わ
ば
甲
斐
市
竜
王
の
起
こ
り
で
す
。

武
田
家
が
滅
ん
で
家
康
が
甲
府
に
や

っ
て
来
た
と
き
に
、
地
元
の
庄
屋
さ
ん

方
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
継
承
す
る
よ
う

に
陳
情
し
て
い
ま
す
。

家
康
は
﹁
信
玄
が
つ
く
っ
た
仕
組
み

な
ら
重
要
だ
か
ら
続
け
な
さ
い
﹂
と
言

っ
て
こ
れ
を
認
め
ま
し
た
。
い
っ
て
み

れ
ば
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
前
任
者
の
施
策

を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

よ
ほ
ど
優
れ
た
仕
組
み
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
は
、
﹁
甲
府
は
江
戸
の
奥

座
敷
﹂
と
言
わ
れ
、
徳
川
の
直
轄
領
だ

っ
た
の
で
す
か
ら
、
非
常
に
重
要
視
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
信
玄
は
釜
無
川
の
水
制
に

﹁
聖
牛
﹂
と
い
う
施
設
を
盛
ん
に
用
い

ま
し
た
。
丸
太
を
三
角
形
に
組
ん
で
、

﹁
蛇
籠

じ
ゃ
か
ご

﹂
と
い
う
籠
に
石
を
詰
め
込
ん

で
重
し
に
し
ま
し
た
。
今
は
金
属
の
網

で
籠
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時

は
竹
製
の
籠
で
し
た
。
こ
れ
に
流
水
が

当
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勢
い
を
削
い

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
﹁
聖
牛
﹂

を
日
本
で
初
め
て
使
っ
た
の
は
、
武
田

信
玄
で
信
玄
堤
の
改
修
だ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
江
戸
時
代

の
古
文
書
﹃
地
方

じ

か

た

凡は
ん

例
録

れ
い
ろ
く

﹄
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。
信
玄
の
勢
力
拡
大
に
伴
っ

て
、
大
井
川
や
安
倍
川
、
木
曽
川
に
も

伝
播
し
て
い
き
、
江
戸
時
代
中
期
、
享

保
年
間
（
１
７
０
０
年
初
頭
）
に
は
全
国
に

上：正面中央が釜無川の高岩（F）。富士山が見える右側が下流で、
樹木が低くなったところが信玄堤。
下段左から、御勅使川上流の石積出し（A）、竜岡の将棋頭（C）。
富士川の各遺構には説明書きがあり、見学会なども盛んに催され
ている。
下：小さな将棋頭状の石垣で守られた徳島堰の開口部。現在の徳
島堰は、天井川になった御勅使川の下を直交して通っている。か
つての徳島堰は、御勅使川の上を木樋で通していた、と聞く。
右：十六石（E）の遺構は現存しないが、近くの公園には、歩道を
流路に見立て、十六石と高岩を模したモニュメントが置いてある。
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広
ま
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

﹁
聖
牛
﹂
は
環
境
に
も
優
し
い
と
、
現

代
に
な
っ
て
改
め
て
見
直
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
、
信
玄
堤
で
見
ら
れ
る
聖
牛

は
、
２
０
０
２
年
（
平
成
14
）
に
整
備
さ

れ
た
も
の
で
す
。

た
だ
解
析
し
て
み
ま
す
と
、
２
年
や

３
年
に
１
回
の
洪
水
で
ひ
っ
く
り
返
っ

て
し
ま
う
程
度
の
も
の
で
、
昔
は
そ
の

度
に
つ
く
り
替
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

逆
に
言
え
ば
、
誰
で
も
人
の
手
で
簡
単

に
つ
く
れ
た
。
当
時
の
河
川
改
修
の
目

標
外
力
と
い
う
の
が
２
年
や
３
年
に
１

回
ぐ
ら
い
の
洪
水
に
対
応
す
る
、
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ

れ
で
充
分
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

我
々
が
今
、
１
０
０
年
に
１
回
規
模

の
洪
水
に
堪
え
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

る
の
と
は
、
安
全
度
の
レ
ベ
ル
が
大
き

く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
国
ま
で
連
な
る
治
水
の
叡
智

さ
て
、
信
玄
は
﹁
聖
牛
﹂
や
﹁
将
棋

頭
﹂
を
ど
こ
か
ら
思
い
つ
い
た
の
で
し

ょ
う
か
。
調
べ
て
い
た
ら
、
世
界
遺
産

に
も
な
っ
て
い
る
中
国
・
四
川
省
成
都

に
都
江
堰

と
こ
う
え
ん

と
い
う
施
設
が
あ
っ
て
、
信

玄
が
つ
く
っ
た
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ

ス
テ
ム
に
非
常
に
近
い
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

都
江
堰
の
こ
と
は
司
馬
遷
の
﹃
史
記
﹄

に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
﹃
史
記
﹄
は

世
界
で
一
番
古
い
歴
史
書
と
い
わ
れ
る

文
献
で
す
。
都
江
堰
や
信
玄
堤
を
見
て

い
る
と
、
当
時
の
人
た
ち
が
自
然
の
猛

威
に
対
し
て
、
い
か
に
共
生
し
て
い
た

か
と
い
う
叡
智
を
感
じ
ま
す
。
そ
の
叡

智
を
今
の
河
川
管
理
に
役
立
て
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

河
川
整
備
に
よ
っ
て
安
全
度
が
上
が

る
と
、
先
人
の
叡
智
は
忘
れ
ら
れ
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
昔
は
洪
水
も
頻
繁
に

起
こ
り
ま
し
た
か
ら
、
﹁
聖
牛
﹂
な
ど

も
誰
で
も
つ
く
れ
る
技
術
だ
っ
た
の
で

す
が
、
10
年
に
１
度
と
か
20
年
に
１
度

し
か
洪
水
が
発
生
し
な
い
状
況
に
な
る

と
、
そ
う
し
た
技
術
の
継
承
も
廃
れ
る

し
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
場
所
が
危
な

い
地
域
だ
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
叡
智
が
失
わ
れ
て

い
き
ま
す
。

あ
ふ
れ
さ
せ
る
こ
と
で
安
全
を
確
保

し
て
い
た
霞
堤
は
、
現
在
の
町
中
に
も

町
道
に
形
を
変
え
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
霞
堤
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
、
地
元
の
人
た
ち
は
も
う
知
ら

な
い
ん
で
す
ね
。

三
社
御
幸
を
復
活
さ
せ
る
と
き
も
、

二
宮
、
三
宮
の
氏
子
さ
ん
方
に
声
を
掛

け
に
い
っ
た
の
で
す
が
、
﹁
こ
の
祭
り

は
治
水
の
お
祭
り
な
ん
で
す
よ
﹂
と
言

っ
た
ら
、
み
ん
な
び
っ
く
り
し
て
い
ま

し
た
。

で
は
、
先
人
の
叡
智
を
今
の
河
川
管

理
に
生
か
す
に
は
、
具
体
的
に
ど
う
し

た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
が
﹁
何
十

年
に
１
度
ぐ
ら
い
の
確
率
で
あ
ふ
れ

る
﹂
と
い
う
よ
う
な
情
報
だ
け
で
は
不

十
分
で
、
﹁
昔
は
こ
う
な
っ
て
い
た
、

こ
う
い
う
所
だ
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
を

知
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
危
険
性
を

把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

今
は
堤
防
で
守
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ

ど
、
い
っ
た
ん
切
れ
た
ら
、
30
分
で
こ

こ
ま
で
水
が
き
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、

そ
の
と
き
に
ど
こ
に
逃
げ
る
の
か
を
認

識
す
る
。
そ
れ
と
逃
げ
る
タ
イ
ミ
ン
グ

も
難
し
い
。
家
の
前
の
道
が
浸
か
っ
て

き
た
ら
す
ぐ
に
避
難
所
に
逃
げ
る
の
か
、

浸
か
っ
て
き
た
ら
も
う
間
に
合
わ
な
い

か
ら
２
階
に
逃
げ
る
の
か
。
そ
う
い
う

個
人
に
問
わ
れ
る
判
断
は
、
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
か
ら
だ
け
で
は
下
せ
な
い
で
し

ょ
う
。
そ
れ
は
個
々
人
の
問
題
で
、
地

域
の
人
々
が
、
そ
の
地
域
の
災
害
の
特

性
、
昔
か
ら
の
土
地
柄
を
知
っ
て
自
ら

の
避
難
行
動
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が

大
事
で
す
。

お
み
ゆ
き
さ
ん
を
含
め
た
﹁
信
玄
の

流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
﹂
は
、

シ
ス
テ
ム
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
地
域

の
自
助
、
共
助
活
動
の
再
認
識
に
役
立

つ
と
い
う
点
が
重
要
で
す
。
毎
年
、
洪

水
期
前
に
行
な
わ
れ
る
こ
の
お
祭
り
は
、

現
代
、
こ
の
地
域
に
住
む
人
々
に
、
川

と
の
つ
き
合
い
方
を
呼
び
起
こ
す
た
め

の
仕
組
み
な
の
で
す
。




