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郷
土
史
研
究
の
き
っ
か
け

１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
、
オ
イ
ル
シ

ョ
ッ
ク
の
年
に
実
家
の
農
家
を
継
ぐ
た

め
に
、
40
歳
近
く
に
な
っ
て
山
梨
に
帰

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
勧
め
て
く

れ
る
人
が
い
て
、
こ
ち
ら
か
ら
法
政
大

学
の
大
学
院
に
３
年
ほ
ど
通
い
ま
し
た
。

大
学
院
に
入
っ
た
年
に
、
古
島

ふ
る
し
ま

敏
雄

と
し
お

先
生
が
東
京
大
学
を
退
官
さ
れ
ま
し
た
。

引
く
手
あ
ま
た
な
中
、
豊
田
武
先
生
が

お
誘
い
し
て
法
政
大
学
大
学
院
で
歴
史

地
理
を
持
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
と
き
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
﹁
笛
吹

川
と
釜
無
川
に
囲
ま
れ
た
、
こ
の
甲
府

盆
地
と
い
う
の
は
、
非
常
に
生
産
力
が

高
い
所
だ
っ
た
。
こ
の
土
地
が
ど
の
よ

う
に
治
水
に
よ
っ
て
耕
地
と
な
っ
て
い

っ
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
て
み
た
い
﹂

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
で
も
、
古
島
先
生

ご
自
身
で
は
研
究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
私
が
す
ぐ
に
手
を
挙
げ
て

﹁
私
、
山
梨
の
人
間
で
す
。
私
に
や
ら

せ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
。

古
島
先
生
は
﹁
こ
う
い
う
こ
と
が
あ

る
は
ず
だ
よ
﹂
と
仮
説
を
立
て
な
が
ら

指
導
さ
れ
ま
し
た
が
、
河
川
工
学
者
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
治
水
自

体
の
講
義
は
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

検
地
帳
と
い
う
、
土
地
を
調
べ
た
帳

簿
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
が
慶
長
と
か

寛
文
と
か
、
い
く
つ
か
の
時
代
ご
と
に

残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
家
康
が
甲
斐
を

歴史をひも解くには、文献を渉猟し、現場に足を運ぶ以外に、

そこで暮らした人の思いを理解しなくてはなりません。

水害史を深く刻む山梨で、

農業生産に携わりながら郷土史研究に取り組んできた安達満さんは、

検地帳から実に豊かな史実を紡いでいます。

既成の見方からの脱却が、水利事業にも、

村のあり方にも新たな視座を与えてくれました。

安達満
あだちみつる

山梨郷土研究会理事　前・山梨県史編纂専門委員

1936年生まれ。法政大学文学部史学科卒業後、同大学職員を経て、法政大学大学院
人文科学研究科日本史学専攻修士課程。主な著書、論文に『釜無川治水の発展過程1』
（山梨郷土研究会『甲斐路』30号 1977）、『釜無川治水の発展過程2』（山梨郷土研究
会『甲斐路』32号 1978）、『「川除口伝書」にみる甲州治水工法』（武田史研究会『武
田氏研究』2号 1988）、『近世甲斐の治水と開発』（山梨日日新聞社 1993）ほか

再
領
し
た
１
６
０
１
年
（
慶
長
６
）
と
翌

年
、
そ
れ
か
ら
60
〜
70
年
ほ
ど
し
て
寛

文
〜
貞
享
年
間
に
や
っ
て
い
る
。
こ
の

２
つ
の
検
地
帳
を
突
き
合
わ
せ
て
、
１

つ
の
村
で
耕
地
が
ど
の
よ
う
に
広
が
っ

て
い
っ
た
か
を
見
る
と
、
案
外
治
水
の

成
果
に
よ
っ
て
耕
地
が
広
が
っ
て
い
っ

た
状
況
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
こ
と
で
取
り
組
ん
で
み
た
ん

で
す
が
、
２
つ
の
検
地
帳
で
、
ほ
と
ん

ど
の
小
字
が
合
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
大

き
く
流
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と

な
ん
で
し
ょ
う
。

じ
ゃ
あ
別
な
方
法
で
や
っ
て
み
よ
う
、

と
い
う
こ
と
で
村
の
石
高
に
着
目
し
、

甲
州
国
中

く
に
な
か

地
方
の
土
地
生
産
力
を
検
地

帳
か
ら
調
べ
て
み
ま
し
た
。
﹃
近
世
甲

斐
の
治
水
と
開
発
﹄（
山
梨
日
日
新
聞
１
９

９
３
）
は
、
僕
の
修
士
論
文
で
す
。

古
島
先
生
の
研
究
方
法
は
、
﹁
資
料

に
語
ら
せ
な
さ
い
﹂
と
い
う
も
の
で
す
。

自
分
が
語
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
は
な
い
こ
と
を
探
っ
て
い
く

ん
で
す
。
大
学
院
の
と
き
に
﹁
安
達
さ

ん
、
あ
な
た
は
こ
れ
を
や
り
な
さ
い
﹂

と
言
っ
て
、
先
生
が
資
料
を
入
れ
た
箱

を
く
だ
さ
っ
た
。
や
り
残
し
た
と
思
っ

て
気
に
し
て
お
ら
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

そ
の
中
に
、
こ
の
１
９
４
７
年
（
昭
和
22
）

の
地
図
も
入
っ
て
い
ま
し
た
。

地
図
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と

こ
れ
か
ら
話
を
す
る
の
は
、
だ
い
た

い
中
郡
筋
、
西
郡
筋
、
万
力
筋
。
塩
山

の
ほ
う
は
栗
原
筋
と
い
い
ま
す
け
ど
、

あ
ま
り
資
料
が
な
い
の
で
触
れ
て
い
ま

せ
ん
。

荒
川
以
西
が
巨
摩
郡
、
以
東
が
山
梨

郡
、
日
川
・
笛
吹
川
以
南
が
八
代
郡
で

す
。
そ
れ
に
重
ね
て
釜
無
川
以
西
が
西

郡
筋
、
盆
地
中
央
が
中
郡
筋
、
笛
吹
川

上
流
右
岸
が
万
力
筋
な
ど
、
近
世
初
頭

に
成
立
し
た
九
筋
の
行
政
地
域
区
分
が

あ
り
ま
す
が
、
筋
の
こ
と
は
普
通
の
人

に
は
お
わ
か
り
に
な
り
ま
せ
ん
ね
。
図

（
17
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

笛
吹
川
以
東
は
、
小
さ
い
旗
本
の
土

地
だ
っ
た
た
め
に
、
検
地
帳
が
残
っ
て

い
な
い
か
ら
確
認
で
き
ま
せ
ん
。

富
士
川
か
ら
笛
吹
川
以
西
の
ほ
う
、

つ
ま
り
甲
府
は
、
桜
田
領
と
呼
ば
れ
て

桜
田
門
に
居
を
構
え
て
い
た
松
平
綱
豊

が
統
治
し
て
い
た
。
綱
豊
は
綱
吉
の
死

後
に
改
名
し
、
徳
川
家
宣
と
し
て
１
７

０
９
年
（
宝
永
６
）
に
六
代
将
軍
に
な
っ

て
い
ま
す
。

寛
文
年
間
に
検
地
し
た
と
き
の
検
地

帳
を
調
べ
て
み
る
と
、
だ
い
た
い
標
高

３
０
０
c
以
下
の
土
地
に
は
二
毛
作
田

の
麦
田
が
な
い
ん
で
す
。
３
０
０
c
以

上
に
な
る
と
、
麦
田
が
現
れ
る
。
３
０

０
〜
６
０
０
c
ま
の
地
帯
は
、
耕
地
と

し
て
は
一
番
安
定
し
て
い
ま
す
。

３
０
０
c
以
下
に
な
ぜ
二
毛
作
田
が

な
い
か
と
い
う
と
、
低
湿
地
だ
か
ら
で

す
。
水
位
が
高
く
て
麦
が
抜
け
ち
ゃ
う

ん
で
す
。
水
田
な
ら
い
い
で
す
が
ね
。

暮らす人の知恵と術
石高変遷から探る、甲府盆地の治水と開発
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５
本
、
は
っ
き
り
と
振
っ
た
跡
が
あ
る
。

釜
無
川
が
ど
う
い
う
風
に
流
れ
た
か
も
、

地
図
か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。

御
勅
使
川
と
い
う
の
は
、
昔
は
普
段

は
ほ
と
ん
ど
水
が
な
い
。
た
だ
、
水
が

い
っ
た
ん
出
る
と
、
ど
ー
ん
と
き
た
。

つ
ま
り
、
砂
礫
層
な
の
で
普
段
は
水
が

伏
流
水
に
な
っ
て
地
下
を
流
れ
て
い
る

ん
で
す
。
今
の
御
勅
使
川
に
水
が
あ
る

の
は
、
砂
防
堤
で
守
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。
地
下
に
水
が
浸
透
せ
ず
に
済
ん

で
い
る
。
大
き
な
土
木
工
事
で
、
状
況

が
一
変
し
ち
ゃ
う
で
し
ょ
。
そ
こ
か
ら

昔
の
様
子
を
解
き
起
こ
す
の
は
、
本
当

に
骨
が
折
れ
ま
す
。

こ
の
地
図
か
ら
は
、
見
た
だ
け
で
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、

現
在
の
甲
府
の
地
図
は
家
だ
ら
け
。
も

う
、
そ
の
中
か
ら
読
み
取
る
と
い
う
の

は
、
よ
ほ
ど
事
情
が
わ
か
っ
て
い
な
い

と
難
し
い
で
す
ね
。

信
玄
堤
の
解
釈

信
玄
は
甲
府
盆
地
を
安
定
さ
せ
る
た

め
に
、
御
勅
使
川
の
流
れ
を
変
え
て
、

竜
王
に
つ
く
っ
た
堤
防
に
直
接
当
た
ら

な
い
よ
う
に
し
た
。
ま
あ
、
こ
れ
は
有

名
な
話
で
す
。

﹃
百
姓
伝
記
﹄
が
収
め
ら
れ
て
い
る

﹃
近
世
科
学
思
想

上
（
日
本
思
想
体
系
62
）
﹄﹄

（
岩
波
書
店
１
９
７
３
）
で
、
古
島
敏
雄
先

生
が
河
川
工
学
者
の
安
芸
皎
一
さ
ん
と

解
説
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
同
じ

そ
れ
で
治
水
の
対
象
に

な
る
の
は
、
低
湿
地
の
標

高
３
０
０
c
以
下
の
土
地

に
な
り
、
信
玄
堤
な
ど
の

シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
こ

の
辺
り
が
安
定
し
た
耕
地

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

１
８
８
８
年
（
明
治
21
）

測
量
の
地
図
を
見
る
と
、

本
の
解
説
で
あ
り
な
が
ら
信
玄
堤
に
対

す
る
解
釈
が
違
っ
て
い
る
の
で
す
。

安
芸
さ
ん
は
あ
の
大
き
な
堤
防
が
信

玄
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
信
じ
て
い

た
よ
う
で
す
が
、
古
島
先
生
は
治
水
に

は
技
術
的
な
発
展
段
階
と
い
う
の
が
あ

っ
て
、
あ
ん
な
に
大
き
な
も
の
を
い
き

な
り
は
つ
く
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
そ

の
時
代
ご
と
の
治
水
へ
の
対
応
が
あ
っ

た
だ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

﹃
甲
斐
国
志
﹄
に
は
信
玄
堤
に
つ
い
て

の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
村
の
石
高
か

ら
見
て
い
く
と
、
安
定
し
て
い
る
村
と

石
高
が
急
激
に
増
え
て
き
た
村
と
が
あ

っ
て
、
石
高
が
増
え
て
き
た
と
い
う
の

は
治
水
が
安
定
し
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
、

と
推
測
さ
れ
る
の
で
す
。
旧
河
川
敷
の

中
が
耕
地
化
し
て
、
石
高
増
と
結
び
つ

い
た
の
だ
ろ
う
、
と
読
ん
だ
わ
け
で
す
。

﹃
甲
斐
国
志
﹄
で
は
東
の
ほ
う
に
流
れ

て
い
た
の
を
信
玄
堤
で
止
め
て
、
南
の

ほ
う
に
流
す
よ
う
に
し
た
、
と
書
い
て

い
る
ん
で
す
が
、
僕
は
釜
無
川
は
東
に

流
れ
て
い
た
の
を
順
に
振
っ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
と
思
う
。

釜
無
川
は
か
な
り
自
由
に
流
れ
を
変

え
て
い
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
地
域
の
人

た
ち
が
、
小
さ
な
治
水
で
対
応
し
て
い

た
は
ず
だ
、
と
思
う
ん
で
す
。

常
識
を
疑
っ
て
み
る

明
治
の
水
害
と
い
う
の
は
も
の
す
ご

い
規
模
だ
っ
た
。

徳
島
堰

塩
川

御勅使川

釜
無
川

芦
川

富
士
川

信玄堤

万
力
林

高岩

笛吹川

平等川

日川

金川　　　　　　　　　　　　　　

重川

荒
川

信濃

武蔵

相模

駿河

河
内
領

郡
内
領

栗
原
筋

万
力
筋北

山
筋

逸
見
筋

武
川
筋

西
郡
筋

中
郡
筋

小
石
和
筋

大
石
和
筋

現
在
の
甲
府
盆
地
。
深
い
緑
が
標
高
６
０
０
m
以
上
、
薄
い
緑
が
３

０
０
m
以
上
、
白
字
は
３
０
０
m
未
満
。
赤
色
は
人
家
な
ど
の
建
物
。

１
８
８
８
年
（
明
治
21
）
の
甲
府
市
の
人
口
は
約
３
万
人
、
２
０
０

９
年
（
平
成
21
）
は
約
20
万
人
で
６
倍
以
上
。

国
土
地
理
院
基
盤
地
図
情
報
（
縮
尺
レ
ベ
ル25000

）「
山
梨
」
を
元
に
作
図

そ
れ
以
前
の
河
道
が
わ
か
り
ま
す
。（
３

ペ
ー
ジ
参
照
）
扇
状
地
と
い
う
の
は
、
山

地
か
ら
開
け
た
所
に
パ
ッ
と
出
て
き
て
、

運
搬
し
た
砂
石
を
放
出
す
る
。
あ
る
一

定
期
間
流
れ
て
い
る
と
そ
こ
の
河
道
が

高
く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
違

う
筋
に
流
れ
を
変
え
る
ん
で
す
ね
。
何

度
も
流
れ
を
振
る
。

集
落
が
ど
う
い
う
所
に
で
き
る
か
と

い
う
と
、
洪
水
が
起
こ
る
こ
と
で
土
砂

が
堆
積
し
て
、
自
然
堤
防
の
よ
う
に
少

し
高
い
土
地
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、
ま

ず
住
み
着
く
ん
で
す
ね
。
古
島
先
生
は

本
当
に
た
い
し
た
も
の
で
、
地
図
を
広

げ
て
み
た
だ
け
で
﹁
あ
っ
、
こ
こ
は
治

水
の
研
究
を
す
る
場
と
し
て
は
と
て
も

い
い
場
所
だ
﹂
と
見
立
て
を
す
る
。
そ

し
て
、
地
図
の
畑
の
所
を
ま
ず
塗
っ
て

み
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
畑
を
塗
っ
て
み

る
と
、
自
然
堤
防
、
つ
ま
り
高
い
所
が

わ
か
る
。

笛
吹
川
は
、
１
９
０
７
年
（
明
治
40
）

の
大
水
害
の
と
き
に
河
道
を
変
え
た
。

今
よ
り
、
も
っ
と
北
側
を
流
れ
て
い
ま

し
た
。
御
勅
使
川
と
い
う
の
も
、
４
、
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そ
の
こ
と
を
、
近
代
史
を
や
る
人
た

ち
は
、
山
が
荒
れ
て
保
水
力
が
な
く
な

っ
た
結
果
、
１
９
０
７
年
（
明
治
40
）
の

大
水
害
に
結
び
つ
い
た
と
言
う
ん
で
す
。

山
梨
県
の
山
は
、
明
治
に
な
っ
て
国

の
所
有
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
ん
で
す
よ
。

地
租
改
正
で
、
税
金
を
年
貢
で
は
な

く
、
地
価
評
価
額
で
課
税
す
る
よ
う
に

な
る
。
そ
れ
が
山
に
も
適
用
さ
れ
る
か

ら
県
令
で
あ
っ
た
藤
村
紫
朗

し
ろ
う

は
国
有
地

に
し
て
使
わ
せ
て
も
ら
え
ば
い
い
、
と

考
え
た
。
と
こ
ろ
が
国
有
地
に
な
っ
た

ら
、
住
人
が
山
に
入
れ
な
く
な
っ
て
、

盗
伐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
入
会
地
の

と
き
は
手
入
れ
し
な
が
ら
利
用
し
て
い

た
の
に
、
荒
ら
し
っ
放
し
に
な
る
。
こ

の
こ
と
を
、
藤
村
県
令
最
大
の
失
策
と

し
て
批
判
す
る
人
も
い
ま
す
。

藤
村
紫
朗
（
１
８
４
５
〜
１
９
０
６
年
）
１
８
７
３

年
（
明
治
６
）
山
梨
県
権
令
と
し
て
着
任
。
任
期
中

に
産
業
・
土
木
・
教
育
政
策
を
押
し
進
め
、
山
梨
の

近
代
化
に
貢
献
し
た
。
県
営
の
官
業
製
糸
場
や
官
業

試
験
場
を
建
設
し
、
当
時
輸
出
産
業
の
中
心
で
あ
っ

た
蚕
糸
業
を
全
国
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
に
押
し
上
げ
た
。

こ
れ
は
ね
、
こ
れ
で
間
違
い
で
は
な

い
が
、
深
読
み
し
す
ぎ
だ
と
思
い
ま
す
。

薪
炭
林
は
広
葉
樹
だ
か
ら
、
切
る
と

す
ぐ
に
芽
が
出
る
ん
で
す
。
３
年
も
経

て
ば
、
そ
れ
な
り
の
木
に
な
る
ん
で
す

よ
。
山
全
体
が
禿
げ
山
に
な
る
こ
と
な

ん
て
な
い
。
だ
か
ら
、
切
り
す
ぎ
た
か

ら
水
害
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
ち
ょ

っ
と
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
の
、
と
僕
は
思

っ
て
い
る
。

﹁
県
民
が
盗
伐
を
し
て
、
山
が
荒
れ
て

し
ま
っ
た
。
何
と
か
し
て
、
下
賜
し
て

く
れ
﹂
と
い
う
方
便
で
は
な
い
か
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
村

の
資
料
な
ん
か
に
、
い
っ
ぱ
い
出
て
く

る
ん
で
す
。
﹁
小
前
百
姓
が
、
愚
昧

ぐ
ま
い

の

者
で
、
物
の
道
理
が
わ
か
ら
な
い
か
ら

説
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら

代
官
さ
ま
、
ど
う
か
○
○
の
願
い
を
お

聞
き
届
け
く
だ
さ
い
﹂
こ
れ
は
、
日
本

人
の
知
恵
な
ん
で
す
よ
。

な
ぜ
そ
う
思
っ
た
か
と
い
う
と
、
明

治
時
代
は
大
き
な
台
風
が
こ
な
か
っ
た

年
は
、
２
、
３
年
し
か
な
か
っ
た
か
ら

で
す
。

そ
し
て
、
当
時
の
台
風
の
雨
の
降
り

方
を
﹁
雨
が
縄
の
よ
う
だ
﹂
と
表
現
し

て
い
る
。
そ
ん
な
雨
が
２
日
も
３
日
も

降
り
続
く
ん
で
す
か
ら
、
堤
防
で
ど
う

の
こ
う
の
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
は
な
い
。

だ
か
ら
気
象
の
こ
と
も
よ
く
調
べ
て

い
か
な
い
と
、
本
当
に
山
が
荒
れ
た
か

ら
水
害
が
起
き
た
の
か
ど
う
か
、
確
か

に
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

山
梨
県
の
山
の
多
く
は
、
隆
起
し
て

で
き
た
山
だ
か
ら
岩
盤
が
固
い
。
だ
か

ら
表
土
が
浅
く
、
大
雨
が
降
る
と
一
気

に
大
水
に
な
る
ん
で
す
。

甲
府
盆
地
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
所

な
の
か
、
住
む
人
が
そ
う
い
う
こ
と
を

知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
堤

防
が
崩
れ
て
も
﹁
国
交
省
は
何
し
て
ん

だ
﹂
と
い
う
反
応
し
か
起
き
な
い
の
は

問
題
で
す
。

用
水
路

低
湿
地
は
黙
っ
て
い
て
も
水
が
く
る

わ
け
で
す
。
標
高
３
０
０
ｍ
よ
り
上
の

水
が
な
い
所
に
水
を
配
る
た
め
に
、
用

水
路
の
開
鑿
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
新
田

開
発
が
進
ん
で
く
る
ん
で
す
。

山
梨
県
の
三
大
堰

せ
ぎ

と
い
え
ば
、
徳
島

堰
、
朝
穂

あ

さ

ほ

堰
（
１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
以
降
、

浅
尾
堰
と
穂
坂
堰
を
合
わ
せ
る
）
、
そ
れ
と
楯た

て

無な
し

堰
の
３
つ
で
す
。
甲
州
で
は
通
常
の

堰
を
待
（
町
と
も
書
く
）
と
い
い
、
井
路

を
堰

せ
ぎ

と
呼
び
ま
す
。

徳
島
堰
は
穴
山
橋
の
上
の
円
井

つ
ぶ
ら
い

と
い

う
所
か
ら
取
水
し
て
い
ま
す
。
曲
輪
田

新
田
と
い
う
所
の
開
発
の
た
め
に
、
水

を
引
い
て
き
た
そ
う
で
す
。
南
ア
ル
プ

ス
の
台
地
、
武
川

む
か
わ

筋
か
ら
西
郡
筋
を
潤

し
て
い
る
。

楯
無
堰
と
朝
穂
堰
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
茅
岳

か
や
が
た
け

の
台
地
へ
水
を
持
っ
て
い

っ
て
水
田
化
し
て
い
る
。
茅
岳
と
い
う

の
は
割
合
大
き
な
山
な
の
で
す
が
、
水

を
出
し
て
く
れ
な
い
の
で
す
。

水
は
上
に
は
流
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
２

里
も
３
里
も
上
流
ま
で
行
っ
て
、
ず
ー

っ
と
水
を
引
い
て
く
る
わ
け
で
す
。

朝
穂
堰
は
山
梨
の
人
が
や
っ
た
ん
で

す
が
、
徳
島
堰
、
楯
無
堰
は
江
戸
の
商

人
が
来
て
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
江
戸
で

つ
く
っ
た
資
金
を
地
方
に
持
っ
て
き
て
、

開
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
を
得
よ
う

と
し
た
。

分
一

ぶ

い

ち

下
与

げ

よ

と
い
っ
て
、
開
発
に
成
功

す
る
と
当
該
新
田
の
物
成
︵
本
年
貢
︶

の
10
分
の
１
を
も
ら
え
る
と
い
う
制
度

が
あ
っ
た
ん
で
す
。

朝
穂
堰
を
つ
く
っ
た
代
官
で
、
富
竹

新
田
と
か
多
く
の
新
田
開
発
を
し
た
、

平
岡
治
郎
右
衛
門
と
い
う
人
が
い
ま
す
。

平
岡
が
代
官
頭
に
な
る
ほ
ど
の
力
を
持

っ
た
背
景
に
は
、
分
一
下
与
の
存
在
が

あ
る
。
は
じ
め
の
こ
ろ
は
、
代
官
が
請

け
負
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
江
戸
の
商

人
も
や
っ
て
き
た
ん
で
す
。

僕
は
県
史
の
中
で
、
江
戸
の
人
が
資

金
を
出
し
た
山
間
の
堰
と
い
う
こ
と
で

紹
介
を
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
須
玉
町

の
比ひ

志し

と
い
う
所
に
、
江
戸
の
人
が
来

て
用
水
路
の
開
鑿
を
す
る
ん
で
す
よ
。

そ
れ
で
﹁
分
一
金

ぶ
い
ち
き
ん

は
代
官
の
ほ
う
へ

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
﹂
と
書
い
た
も

の
が
残
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
お
そ

ら
く
そ
う
い
う
も
の
が
も
ら
え
た
ん
で

す
。
け
っ
し
て
、
高
邁
な
志
だ
け
で
や

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
効
率
の
い

い
投
資
で
も
あ
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
人
は
資
金
が
尽
き
て

し
ま
っ
た
の
か
、
途
中
で
こ
な
く
な
っ

ち
ゃ
う
。
﹁
来
年
も
来
る
か
ら
な
﹂
と

言
っ
て
帰
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
来
な
く

な
っ
て
、
村
の
人
が
困
る
ん
で
す
。
最

後
に
は
、
代
官
に
泣
き
つ
い
て
公
費
助

成
の
御
普
請
場
に
さ
せ
る
ん
で
す
け
ど

ね
。
寛
文
の
こ
ろ
の
話
で
す
。

楯
無
堰
は
野
村
久
左
衛
門
宗
貞
と
い

う
人
が
開
鑿
し
ま
し
た
。
一
緒
に
県
史

金川の河川敷につくられた
山梨県森林公園「金川の森」
に置かれている水制工。

水害防備林の案内板は、以前はなかったが2005
年に立てられた。住民の水防意識を高めようと
する機運が表れたということだろうか。
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治
水
は
川
除
が
基
本

大
変
な
暴
れ
川
だ
っ
た
釜
無
川
も
、

河
道
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
、
そ
ん
な
所
に
も
人
が
住

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
科
学

と
い
う
か
技
術
と
い
う
か
、
進
歩
で
は

あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
不
断
の
努
力
を
し

な
い
と
、
維
持
で
き
な
い
こ
と
。
怠
れ

ば
、
自
然
は
怖
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
き
な
堤
防
で
閉
め
切
っ
て
、
後
背

地
の
耕
地
を
守
る
と
い
う
治
水
の
技
術

が
、
こ
の
辺
り
で
展
開
し
て
い
く
の
は

享
保
の
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
を
や
っ
た
の

が
井
沢
弥
惣
兵
衛
為
永
で
す
。

１
７
１
６
年
（
享
保
元
）
八
代
将
軍
に

な
っ
た
吉
宗
が
井
沢
を
紀
州
か
ら
幕
府

の
治
水
担
当
に
呼
ん
だ
。
１
７
２
８
年

（
享
保
13
）
、
１
７
３
１
年
（
享
保
16
）
、
釜
無

川
に
大
水
害
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
契
機

に
し
て
大
堤
防
が
つ
く
ら
れ
た
ん
で
す
。

そ
れ
を
指
導
し
た
の
が
、
御
普
請
方
の

井
沢
。

で
も
ね
、
最
初
の
う
ち
は
水
が
出
れ

ば
崩
れ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
。
今
の
よ

う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
て
つ
く
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
石
積
み
で
す

か
ら
、
直
接
大
水
が
当
た
れ
ば
壊
れ
ち

ゃ
う
ん
で
す
よ
。

竜
王
か
ら
下
流
は
、
釜
無
川
の
流
れ

が
少
し
緩
や
か
に
な
っ
て
大
き
な
石
が

採
れ
な
く
な
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
砂

利
堤
に
な
る
。
お
そ
ら
く
信
玄
堤
を
最

初
に
つ
く
っ
た
と
き
に
は
、
赤
坂
と
い

う
台
地
の
土
を
持
っ
て
き
た
ん
で
し
ょ

う
。
で
も
、
な
ん
ぼ
そ
ん
な
こ
と
を
や

っ
た
っ
て
、
大
水
が
１
回
き
て
、
ど
ー

ん
と
く
れ
ば
終
わ
り
で
す
よ
。

だ
か
ら
、
水
防
は
古
く
か
ら
川
除
と

い
っ
て
川
を
よ
け
る
。
本
流
を
よ
け
て

や
る
と
い
う
の
が
、
治
水
の
本
道
で
し

た
。
堤
防
で
川
を
受
け
止
め
る
な
ん
て

い
う
こ
と
は
し
な
い
ん
で
す
よ
。

前
に
木
を
植
え
て
林
を
つ
く
り
、
竹

を
植
え
た
。
そ
れ
が
初
期
の
信
玄
堤
の

形
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
前
に
さ
ら
に
聖

牛
な
ど
の
枠
類
を
置
い
て
、
御
林
が
壊

れ
な
い
よ
う
に
し
た
。
堤
防
は
背
後
の

砦
み
た
い
な
も
ん
だ
っ
た
。

そ
れ
が
享
保
の
時
代
の
治
水
に
な
っ

て
く
る
と
、
堤
防
が
洪
水
を
直
接
受
け

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
享
保
以
降
の

治
水
土
木
は
紀
州
流
と
い
わ
れ
、
一
般

に
は
河
道
を
直
線
的
に
改
修
し
固
定
化

し
て
、
沿
岸
の
流
作
場

な
が
れ
さ
く
ば

や
遊
水
地
の
開

発
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
年
貢
増
徴

政
策
と
一
環
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

井
沢
が
行
な
っ
た
治
水
工
事
は
、
堤

防
と
川
水
と
を
直
接
対
峙
さ
せ
る
も
の

で
、
甲
州
の
暴
れ
川
に
は
な
か
な
か
通

用
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
ま
あ
、
や
が
て
は
水
に
勝
っ

て
い
く
ん
で
す
け
ど
ね
。

度
重
な
る
水
害
に
、
井
沢
は
﹁
柳
沢

統
治
時
代
、
ま
た
そ
れ
以
前
は
、
水
害

に
対
し
て
ど
う
し
て
い
た
ん
だ
﹂
と
甲

を
担
当
し
た
人
の
話
で
は
、
は
じ
め
は

釜
無
川
の
下
流
の
ほ
う
で
新
田
開
発
を

村
の
人
た
ち
に
呼
び
か
け
た
ん
だ
け
れ

ど
も
、
乗
っ
て
こ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
れ
で
、
楯
無
堰
の
ほ
う
を
や
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
ち
こ
ち
動
い
て
、
い

わ
ば
営
業
活
動
を
し
て
い
た
。
そ
う
い

う
人
は
、
地
形
や
川
筋
を
見
て
、
こ
こ

は
う
ま
く
田
ん
ぼ
に
な
る
な
、
と
い
う

所
に
声
を
掛
け
て
い
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

米
は
ね
、
江
戸
時
代
は
金
と
同
じ
価

値
で
す
か
ら
。
結
構
、
旨
味
の
あ
る
商

売
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
米
は
再
生
産

力
が
、
非
常
に
高
い
ん
で
す
よ
。
私
が

一
反
に
４
o
ぐ
ら
い
の
籾
を
下
ろ
せ
ば
、

６
０
０
o
ぐ
ら
い
採
れ
る
ん
で
す
か
ら

ね
。
こ
れ
だ
け
の
生
産
が
で
き
る
作
物

は
、
ほ
か
に
は
な
い
で
す
わ
。

で
は
湧
水
に
恵
ま
れ
た
八
ヶ
岳
に
は

堰
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
の
で
す
。
中
世
か
ら
開
発

が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
近
世
に

な
っ
て
、
そ
れ
を
大
き
な
規
模
に
し
て

い
っ
そ
う
新
田
開
発
が
進
み
ま
し
た
。

﹃
水
の
文
化
﹄
の
30
号
に
も
写
真
が
載

っ
て
い
た
三
分
一

さ
ん
ぶ
い
ち

湧
水
は
、
小
荒
間

こ
あ
ら
ま

と

い
う
場
所
に
あ
る
。
川
下
の
村
が
用
水

権
を
み
ん
な
取
っ
て
し
ま
っ
て
水
が
引

け
な
か
っ
た
か
ら
、
あ
そ
こ
は
江
戸
時

代
の
は
じ
め
の
検
地
帳
に
は
田
が
１
枚

も
な
い
の
で
す
。
自
分
の
所
か
ら
こ
ん

こ
ん
と
湧
い
て
い
る
水
を
、
自
分
の
土

地
に
掛
け
ら
れ
な
い
。
い
ろ
ん
な
言
い

訳
を
し
な
が
ら
、
な
ん
と
か
水
を
確
保

し
て
い
き
ま
す
。

寒
い
所
で
、
冬
場
は
地
下
水
の
ほ
う

が
温
か
い
か
ら
、
草
を
刈
る
の
に
水
掛

け
畑
と
い
う
の
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
れ

で
湧
水
で
水
掛
け
畑
を
つ
く
ら
せ
て
く

れ
、
と
言
う
ん
で
す
ね
。
夏
に
な
っ
た

ら
、
下
の
ほ
う
で
水
田
に
使
っ
て
も
ら

っ
て
い
い
よ
、
と
。

そ
れ
で
、
ち
ょ
っ
と
ず
つ
水
を
取
っ

て
い
く
。
村
の
人
た
ち
は
ね
、
わ
ざ
わ

ざ
上
ま
で
見
に
来
る
こ
と
が
な
い
ん
で

す
よ
、
そ
ん
な
度
々
は
ね
。
だ
か
ら
、

知
ら
ぬ
間
に
田
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
。

そ
う
や
っ
て
、
既
得
権
を
取
っ
て
順
に

田
ん
ぼ
に
し
て
い
っ
た
。
自
分
の
所
で

出
た
水
で
も
、
水
利
権
と
い
う
の
は
そ

う
い
う
も
の
な
ん
で
す
よ
ね
。

三
分
一
の
隣
に
女
取

め

と

り

と
い
う
湧
水
が

あ
り
ま
す
が
、
長
坂
町
が
簡
易
水
道
に

女
取
湧
水
を
使
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し

た
ら
小
荒
間
が
自
分
た
ち
の
権
利
を
主

張
し
て
裁
判
に
な
っ
た
。
結
局
、
こ
れ

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

自
分
た
ち
が
使
う
場
合
は
、
下
の
人

に
も
余
水
の
権
利
が
あ
っ
て
、
流
れ
て

き
た
水
を
使
え
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
を
上

の
人
た
ち
が
、
余
っ
て
い
る
か
ら
他
所

に
全
部
売
っ
ち
ゃ
っ
て
、
川
に
流
さ
な

い
と
い
う
の
は
認
め
ら
れ
る
の
か
。
だ

っ
た
ら
、
洪
水
が
出
た
と
き
も
流
さ
な

い
で
く
れ
よ
っ
て
話
に
な
り
ま
す
よ
。

八
ヶ
岳
山
麓
に
は
八
ヶ
岳
山
麓
の
、

開
発
に
ま
つ
わ
る
水
の
歴
史
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。



州
の
民
に
聞
い
て
い
ま
す
。

桜
田
領
時
代
は
給
人
知
行
地
が
入
り

交
じ
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
大
規
模
な

土
木
工
事
は
到
底
で
き
な
か
っ
た
は
ず

で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ん
で
水
害
が

防
げ
た
の
か
。
治
水
家
た
る
井
沢
が
疑

問
に
思
っ
て
調
べ
た
の
も
、
う
な
づ
け

る
話
で
す
。

そ
れ
ら
は
13
項
目
か
ら
な
る
﹃
川
除

口
伝
書
﹄（
元
文
六
辛
酉
年
正
月
の
日
付
）
に

ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

﹃
川
除
口
伝
書
﹄
に
は
﹁
堤
防
は
川
面

か
ら
後
退
さ
せ
て
、
敷
幅
を
広
く
、
高

さ
を
低
く
つ
く
っ
て
、
そ
の
前
に
竹
木

を
植
え
、
さ
ら
に
川
表
の
荒
水
を
切
る

た
め
に
棚
牛
な
ど
の
水
制
工
を
入
れ

る
﹂
と
あ
り
ま
す
。

と
も
か
く
、
中
世
の
技
術
と
い
う
の
は
、

意
外
と
す
ご
か
っ
た
ん
で
は
な
い
か
。

近
世
に
な
っ
て
か
ら
急
に
発
達
す
る
と

い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
記
録
に
は
出
て

こ
な
い
け
れ
ど
、
中
世
か
ら
積
み
重
ね

て
き
た
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
じ

ゃ
な
い
か
、
と
。

中
世
と
近
世
の
連
続
性
を
重
視
し
な

が
ら
、
近
世
社
会
を
見
直
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
治
水
の
こ
と
だ
け
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。

開
発
の
担
い
手
で
あ
る
農
民
は
生
産

物
を
搾
り
取
ら
れ
て
い
た
、
と
今
ま
で

考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
本
当
に
そ

う
だ
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
。
マ
ル
ク

ス
主
義
の
歴
史
観
の
人
た
ち
が
つ
く
り

出
し
て
き
た
、
江
戸
時
代
の
歪
ん
だ
見

方
な
の
で
は
な
い
か
。

僕
は
、
年
貢
な
ん
て
そ
ん
な
に
ぎ
り

ぎ
り
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
ん
じ
ゃ

な
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

年
貢
割
付
状
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し

て
ね
、
年
を
追
っ
て
み
て
い
く
と
、
案

外
増
え
て
い
か
な
い
ん
で
す
よ
。
と
い

う
こ
と
は
、
頑
張
っ
て
収
穫
が
増
え
れ

ば
、
自
分
の
取
り
分
に
で
き
る
。
そ
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、﹁
坪
刈
帳
﹂

の
デ
ー
タ
か
ら
で
す
。

坪
刈
帳
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
は
、
毎
年
１
坪
の
田
ん
ぼ
の
稲
を
刈

っ
て
、
収
量
を
調
べ
、
そ
の
基
に
な
る

デ
ー
タ
が
書
い
て
あ
る
帳
面
で
す
。
検け

見み

と
い
っ
て
役
人
が
来
て
年
貢
を
決
め

る
と
き
に
も
、
そ
の
坪
刈
に
よ
っ
て
決

ま
っ
て
く
る
。
地
主
小
作
制
度
に
な
っ

た
と
き
も
、
年
貢
を
決
め
る
基
準
に
な

っ
た
の
は
坪
刈
帳
で
す
。
地
主
小
作
制

度
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
、
坪
刈
は
村
の

行
事
と
し
て
残
っ
て
い
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
吉
宗
が
﹁
定
免
制

じ
ょ
う
め
ん
せ
い

﹂

と
い
う
制
度
を
採
っ
た
こ
と
で
す
。
年

貢
を
あ
る
一
定
量
確
保
す
る
た
め
に
、

請
負
制
に
す
る
こ
と
で
す
。
過
去
10
年

間
ぐ
ら
い
の
年
貢
を
査
定
し
て
、
適
正

と
思
わ
れ
る
年
貢
で
村
と
契
約
し
ま
す
。

し
か
も
、
凶
作
で
３
割
以
上
に
被
害

が
出
た
と
き
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
現
地
を

見
て
︵
検
見
取

け

み

ど

り
︶
そ
の
年
の
出
来
高

で
年
貢
を
納
め
る
よ
う
に
再
調
整
す
る

ん
で
す
。

こ
れ
は
領
主
が
安
定
し
て
年
貢
を
取

る
と
い
う
こ
と
が
目
的
で
す
け
れ
ど
、

村
人
も
毎
年
代
官
が
来
て
、
接
待
を
し

て
、
窮
屈
な
思
い
を
す
る
よ
り
も
、
自

分
た
ち
の
自
主
性
で
や
っ
て
い
け
る
と

い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

村
っ
て
い
う
の
は
ね
、
い
さ
さ
か
、

し
た
た
か
な
ん
で
す
よ
。

接
待
し
て
良
い
気
持
ち
に
な
っ
て
も

ら
っ
て
、
あ
ん
ま
り
現
場
を
見
せ
な
い

で
﹁
今
年
も
よ
ろ
し
く
﹂
と
な
る
べ
く

良
い
条
件
で
契
約
す
る
。

そ
の
資
料
が
、
﹃
塩
山
市
史
﹄
を
や

っ
た
と
き
に
﹁
首
尾
よ
く
い
っ
た
。
然

る
に
そ
の
経
費
は
村
ご
と
に
折
半
し
よ

う
よ
﹂
と
お
触
れ
を
回
し
た
、
と
い
う

の
が
出
て
き
た
。
も
う
、
こ
れ
だ
こ
れ

だ
、
と
思
っ
て
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。
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雁
行
堤

霞
堤
の
こ
と
を
雁
行
堤
と
い
い
ま
す
。

浮
世
絵
な
ど
に
、
霞
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し

て
描
い
た
形
に
似
て
い
る
、
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
雁
行
型
に
堤
防
を
つ
く

っ
た
こ
と
に
は
、
２
つ
の
理
由
が
あ
り

ま
す
。

ま
ず
、
御
勅
使
川
の
雁
行
堤
と
い
う

の
は
短
い
の
が
幾
つ
も
連
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
急
流
の
水
を
河
道
の
中
心
に

持
っ
て
い
く
た
め
の
仕
組
み
で
す
。

だ
け
ど
平
地
の
雁
行
堤
は
、
﹃
甲
斐

国
志
﹄
な
ん
か
で
は
、
﹁
あ
ふ
れ
た
水

を
差
し
継
い
だ
所
か
ら
逃
が
す
働
き
が

あ
る
﹂
と
書
い
て
い
ま
す
。
激
流
を
流

す
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
差
し
継
い
だ
所
か

ら
上
流
に
回
っ
て
、
逆
流
す
る
よ
う
に

水
を
あ
ふ
れ
さ
せ
る
。
水
勢
を
殺
し
て

あ
ふ
れ
さ
せ
る
の
で
、
水
が
引
い
た
後

に
、
そ
れ
ほ
ど
被
害
が
残
ら
な
い
。

近
世
前
期
の
治
水
の
工
法
と
し
て

﹃
百
姓
伝
記
﹄
と
い
う
農
書
が
あ
る
ん

だ
け
れ
ど
、
﹁
二
重
堤
と
い
う
形
態
を

と
る
。
川
幅
を
大
き
く
取
っ
て
、
後
ろ

に
大
き
い
堤
防
を
つ
く
る
。
川
面
に
小

さ
い
堤
防
を
つ
く
る
。
小
さ
い
堤
防
で

水
を
除
け
て
い
ら
れ
る
う
ち
は
、
そ
の

間
に
農
作
物
を
つ
く
る
。
小
さ
い
堤
防

で
防
げ
な
い
と
き
は
仕
方
が
な
い
。
広

い
所
に
水
を
流
し
て
い
く
。
作
物
は
諦

め
る
﹂

こ
う
し
た
耕
地
を
﹁
流
作
場
﹂
と
い

い
ま
し
た
。

別
の
理
由
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
風

に
つ
く
ら
な
い
と
、
耕
地
に
あ
ふ
れ
た

悪
水
が
河
川
敷
に
捌は

け
な
い
ん
で
す
よ
。

そ
れ
と
取
水
す
る
の
に
、
差
し
接
い

だ
所
か
ら
取
る
に
も
都
合
が
い
い
。
河

川
か
ら
水
を
取
る
と
き
に
は
﹁
入
樋

い

り

ひ

﹂

と
い
っ
て
、
箱
樋
を
通
す
ん
で
す
よ
。

信
玄
堤
に
も
下
流
の
所
に
も
あ
る
ん
で

す
が
、
こ
う
い
う
や
り
方
は
か
な
り
古

く
か
ら
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
に
本
流
が
寄
っ
て
こ
な
い

よ
う
に
立
て
た
の
が
﹁
尺
木
牛
﹂
﹁
棚

牛
﹂
と
い
っ
た
、
牛
類
の
水
制
工
で
す
。

水
が
欲
し
い
ん
だ
け
れ
ど
、
本
流
は
近

づ
け
た
く
な
い
。
そ
う
し
た
知
恵
で
す
。

水
制
工
の
前
に
す
だ
れ
状
の
も
の
を
立

て
た
り
し
ま
し
た
。

近
世
と
い
う
時
代
の
見
直
し

あ
る
時
期
に
は
﹁
信
玄
堤
は
信
玄
が

つ
く
っ
た
の
で
は
な
い
﹂
と
言
わ
れ
た

と
き
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
武
田
信
玄

の
功
績
だ
、
と
い
う
考
え
方
は
山
梨
県

史
の
中
に
も
な
い
。

﹃
一
蓮
寺
過
去
帳
﹄（
１
３
１
２
年
（
正
和
元
）、

室
町
時
代
初
期
の
創
建
の
こ
ろ
か
ら
、
江
戸
時
代
初

期
ま
で
、
約
３
０
０
年
間
の
記
録
）
と
い
う
信

玄
よ
り
古
い
時
代
の
記
録
に
﹁
川
除
﹂

と
出
て
く
る
か
ら
、
あ
る
程
度
の
専
門

集
団
が
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
。

ま
た
、
信
玄
が
や
っ
た
か
ど
う
か
は

笛吹川沿いにつくられた万力林の中にも、雁行堤が残っ
ている。大きな堤防一つで守るのではなく、水害防備林
や雁行堤を組み合わて複合的に守っていたことがわかる。



そ
れ
と
、
こ
れ
も
塩
山
で
見
つ
け
た

資
料
で
す
が
、
１
８
５
５
年
（
安
政
２
）

に
東
海
沖
地
震
が
起
き
た
と
き
に
甲
府

盆
地
も
や
ら
れ
ま
す
。
下
が
砂
で
す
か

ら
、
も
の
す
ご
く
揺
れ
ま
し
た
。
そ
れ

で
救
済
の
た
め
の
寄
付
を
代
官
が
募
っ

た
と
こ
ろ
、
大
変
な
額
の
金
が
出
て
く

る
ん
で
す
よ
、
村
か
ら
。
こ
ん
な
に
金

が
あ
っ
た
の
か
な
あ
、
と
い
う
額
が
。

こ
の
よ
う
に
村
に
は
そ
れ
な
り
の
金

も
あ
る
ん
で
す
よ
。
確
か
に
耕
地
の
大

き
さ
に
よ
っ
て
貧
し
い
家
も
あ
る
し
、

凶
作
の
年
は
別
で
す
よ
。
で
も
、
村
全

体
で
見
た
と
き
に
、
そ
れ
な
り
に
豊
か

だ
っ
た
。

網
野
善
彦
さ
ん
も
百
姓
や
女
性
は
、

も
っ
と
し
た
た
か
で
豊
か
だ
っ
た
、
と

書
い
て
い
て
、
そ
の
歴
史
観
に
み
ん
な

ビ
ッ
ク
リ
し
ち
ゃ
っ
て
る
ん
で
す
が
、

当
た
り
前
の
こ
と
。
﹁
山
の
神
﹂
と
言

わ
れ
る
﹁
か
あ
ち
ゃ
ん
﹂
が
、
家
を
牛

耳
っ
て
い
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
。

た
だ
、
歴
史
に
出
て
こ
な
い
だ
け
な
ん

で
す
よ
、
そ
ん
な
こ
と
は
。

農
民
の
こ
と
も
女
性
の
こ
と
も
、
他

聞
に
つ
く
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
徳

川
を
倒
し
て
西
南
の
役
で
薩
長
が
権
力

を
握
っ
た
で
し
ょ
。
自
分
た
ち
の
や
っ

て
い
る
こ
と
は
こ
ん
な
に
い
い
ん
だ
、

と
い
う
た
め
に
、
徳
川
時
代
を
う
ん
と

悪
く
言
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
っ

た
と
思
う
。
僕
は
、
最
近
、
そ
れ
を
感

じ
て
ま
す
ね
。

坪
刈
の
研
究
を
し
た
佐
藤
常
雄
さ
ん

ま
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
﹃
竜
王

村
史
﹄
の
中
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

川
幅
を
広
く
取
っ
て
い
た
時
代
の
牛

枠
類
と
、
狭
く
し
て
、
ど
う
し
て
も
こ

の
堤
防
の
中
を
流
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と
な
っ
た
と
き
の
牛
枠
類
と
は
、

当
然
違
い
が
あ
る
。
徐
々
に
大
型
化
し

て
く
る
。
そ
れ
は
、
最
初
か
ら
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
ん
だ
ろ
う
、
と
古
島
先

生
も
言
っ
て
い
ま
す
。

各
々
の
地
域
で
治
水
は
行
な
わ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
急
流
河
川
と
の
闘
い
で
、

甲
州
の
治
水
術
が
抜
き
ん
出
て
発
達
し

ま
し
た
。

大
石
久
敬
が
書
い
た
と
い
わ
れ
て
い

る
﹃
地
方
凡
例
録
﹄（
１
７
９
１
年
〜
　
寛
政

３
〜
）
の
巻
ノ
九
が
治
水
に
関
す
る
巻

で
す
。
膨
大
な
領
域
に
関
す
る
記
述
で

す
か
ら
、
大
石
に
書
け
る
わ
け
が
な
い
。

実
際
は
在
方
御
普
請
役
の
人
が
書
い
た

も
の
を
引
用
し
て
き
た
だ
け
で
す
。
こ

の
中
に
も
﹁
甲
州
に
て
﹂
と
い
う
言
葉

が
し
き
り
と
出
て
き
ま
す
。
ち
な
み
に

﹁
甲
州
流
﹂
と
い
う
言
葉
は
な
い
ん
で

す
よ
。
甲
州
の
治
水
仕
法
は
あ
っ
た
が
、

そ
う
い
う
流
儀
は
な
い
。
明
治
に
な
っ

て
か
ら
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

井
沢
弥
惣
兵
衛
は
、
御
普
請
役
の
チ

ー
ム
を
つ
く
る
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で

治
水
の
体
系
を
築
い
て
い
き
ま
す
。

治
水
の
体
系
を
つ
く
る
の
は
、
幕
府

に
予
算
を
出
さ
せ
る
た
め
で
す
。
今
と

同
じ
で
、
企
画
が
通
ら
な
い
と
予
算
が

出
な
い
。
そ
れ
で
﹁
目
論
見
書

も

く

ろ

み

し

ょ

﹂
と
い

21 暮らす人の知恵と術

が
、
外
国
人
の
研
究
者
に
日
本
の
江
戸

時
代
の
話
を
し
た
ら
、
﹁
日
本
の
江
戸

時
代
は
封
建
主
義
じ
ゃ
な
い
﹂
と
言
わ

れ
た
そ
う
で
す
。

年
貢
の
割
付
状
が
村
に
回
っ
て
き
て
、

村
は
そ
の
通
り
に
年
貢
を
納
め
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
じ
ゃ
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ

り
得
な
い
、
と
。

年
貢
納
入
の
手
続
き
は
、
い
き
な
り

割
付
状
が
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
分
割

し
て
納
め
る
と
き
に
は
、
回
状
と
い
っ

て
回
覧
板
み
た
い
な
も
の
が
回
っ
て
く

る
。
割
付
状
は
遅
れ
て
発
行
さ
れ
る
ん

で
す
。
納
め
る
と
、
小
手
形
を
く
れ
る

ん
で
す
。
そ
れ
を
全
部
ま
と
め
て
、
村

で
勘
定
目
録
を
書
い
て
代
官
所
に
持
っ

て
い
く
と
、
﹁
相
違
な
い
﹂
と
い
っ
て

裏
に
サ
イ
ン
を
し
て
く
れ
る
。

こ
う
い
う
事
務
的
に
、
も
の
す
ご
い

能
力
と
仕
組
み
が
あ
っ
た
。
お
役
所
も

そ
う
。

こ
れ
は
須
玉
町
の
町
史
を
や
っ
た
と

き
に
出
て
き
た
資
料
だ
け
れ
ど
、
先
程

も
言
っ
た
定
免
制
度
の
よ
う
に
、
水
害

の
復
旧
工
事
に
も
規
定
が
あ
っ
て
３
割

以
上
の
被
害
が
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。

そ
の
願
い
書
に
対
し
て
、
﹁
規
定
で
３

分
の
１
以
上
流
さ
れ
な
い
と
対
応
で
き

な
い
。
こ
れ
だ
と
少
し
足
り
な
い
か
ら
、

書
き
直
し
て
こ
い
﹂
と
い
う
ん
で
す
ね
。

お
役
所
で
言
わ
れ
る
ん
で
す
よ
、
こ

ん
な
味
な
こ
と
を
。

江
戸
時
代
の
官
僚
体
制
と
い
う
の
は
、

本
当
に
す
ご
い
。

江
戸
時
代
の
社
会
の
高
度
さ
が
あ
っ

た
か
ら
、
明
治
維
新
に
な
っ
て
も
、
何

も
困
る
こ
と
は
な
い
。
近
代
国
家
に
な

っ
た
っ
て
、
何
に
も
支
障
が
な
か
っ
た

ん
で
す
。

治
水
に
限
っ
て
い
っ
て
も
、
ぎ
り
ぎ

り
の
状
態
で
生
き
て
い
た
農
民
が
、
あ

れ
ほ
ど
の
治
水
工
事
を
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

治
水
体
系
の
成
立

甲
州
で
水
制
工
が
発
達
し
た
の
は
、

急
流
か
ら
水
を
取
る
た
め
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
い
ま
す
。

水
を
制
御
す
る
に
し
て
も
、
ピ
タ
ッ

と
止
め
る
よ
う
な
施
設
で
は
流
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
、
三
本
足
の
牛
と
呼
ば
れ

る
も
の
に
蛇
籠
を
重
し
に
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
、
既
に
堤
防
な
ん
だ
ね
。
あ

れ
に
水
が
ぶ
つ
か
る
と
、
渦
を
巻
い
て

砂
が
落
ち
る
。
掘
れ
て
深
く
な
る
ん
じ

ゃ
な
く
て
、
だ
ん
だ
ん
浅
瀬
に
な
っ
て

い
く
。
だ
か
ら
、
堤
防
が
守
ら
れ
る
。

だ
け
ど
、
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
と
き
は

流
さ
れ
る
。
で
も
、
流
さ
れ
る
か
ら
い

い
ん
だ
そ
う
で
す
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
確
か
オ
ラ
ン

ダ
の
技
術
者
と
い
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
、

信
玄
堤
の
所
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
水
制

工
を
置
い
た
そ
う
で
す
。
木
だ
と
耐
え

き
れ
な
い
と
壊
れ
て
流
れ
る
ん
だ
け
ど
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
流
れ
な
い
で
か
え
っ

て
乱
流
を
起
こ
し
て
堤
防
を
壊
し
て
し

う
の
を
書
い
た
。
要
は
設
計
書
で
す
。

棚
牛
は
、
こ
う
い
う
風
に
つ
く
り
な

さ
い
と
か
、
堤
防
は
高
さ
が
こ
れ
こ
れ
、

幅
が
こ
れ
こ
れ
、
水
制
工
は
１
つ
幾
ら

で
全
部
で
幾
つ
い
る
か
ら
⋯
、
と
経
費

の
基
準
書
を
つ
く
る
ん
で
す
。
単
価
表
。

今
で
も
土
木
は
、
そ
れ
が
あ
る
ん
だ

そ
う
で
す
ね
。

だ
か
ら
井
沢
弥
惣
兵
衛
が
つ
く
っ
た

単
価
表
を
、
在
方
御
普
請
役
が
ず
っ
と

基
に
し
て
予
算
を
計
上
し
て
き
た
。
江

戸
時
代
に
は
、
す
ご
い
官
僚
体
制
が
出

来
上
が
っ
て
い
た
ん
で
す
。

武
田
信
玄
が
あ
あ
い
う
も
の
を
つ
く

れ
た
と
い
う
の
は
、
人
足
動
員
と
か
人

を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
力
と
資
金
力

を
持
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

戦
国
大
名
が
領
国
体
制
を
築
き
、
近

世
大
名
は
そ
れ
を
基
に
国
家
を
統
一
し

た
。
江
戸
の
町
は
、
世
界
的
に
も
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
発
展
都
市
だ
っ
た
と
い
い

ま
す
。
そ
れ
は
日
本
の
封
建
官
僚
体
制

の
優
秀
さ
、
そ
れ
を
支
え
た
国
民
の
勤

勉
意
欲
の
大
き
さ
が
基
本
に
あ
っ
た
か

ら
で
し
ょ
う
。
特
に
農
が
支
え
た
国
家

で
す
か
ら
、
耕
地
を
増
や
し
増
産
を
図

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
治

水
と
用
水
の
術
に
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す

人
の
知
恵
と
細
か
い
対
応
が
用
い
ら
れ

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。




