
七
里
ヶ
渡
し
跡(

取
手
側) 

                  

内
堤
防
上
の
説
明
版 

      

川
面
近
く
の
碑
と 

新
大
利
根
橋 

 

設
置
場
所
へ
行
く
に
は
県
道
47
号
か
ら
徒
歩
。 

 

稲
戸
井
遊
水
池
の
河
川
敷
内
に
あ
り
ま
す
。 

ヤ
オ
コ
ー
戸
頭
店
先
の
新
大
利
根
橋
の
利
根
川
の
川
面
の

手
前
に
土
手
に
降
り
ら
れ
る
歩
行
者
用
の
道
か
ら
、
橋
下
の

未
舗
装
の
広
い
道
路
ま
で
降
り
ま
す
。 

 

橋
梁
下
の
道
を
守
谷
方
面
に
く
ぐ
り
抜
け
、
橋
下 

 
 
 

右
手
の
土
手
上
に
、
写
真
の
説
明
看
板
が
あ
り
ま
す
。 

 

説
明
看
板
の
後
方
が
利
根
川
で
、
堤
防
下
の
道
路
の
先 

 
 
 

に
整
備
さ
れ
た
広
い
空
地
が
見
え
ま
す
。
こ
の
空
地
の
奥
に
、

も
う
一
つ
の
七
里
ケ
渡
跡
の
碑
が
あ
り
ま
す
。
碑
の
更
に
百

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
先
に
川
面
が
あ
る
の
で
す
が
、
道
が
無
い
の

で
川
面
に
出
る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。 

 

新
大
利
根
橋
上
か
ら
見
る
と
、
稲
戸
井
遊
水
池
の
湿
地
林

の
川
縁
に
砂
場
が
見
え
ま
す
。
砂
場
手
前
辺
り
に
渡
し
場
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
尚
、
車
の
乗
り
入
れ
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
、
四
駆
の
オ

フ
ロ
ー
ド
走
行
で
河
川
が
荒
ら
さ
れ
た
経
緯
に
よ
り
、
今
だ

シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
で
す
。 

取
手
側
と
柏
市
側
の
説
明
版
コ
ピ
ー 

取
手
側
の
七
里
ケ
渡
跡
、 

 

七
里
ケ
渡
は
、
取
手
市
戸
頭
と
柏
市
布
施
と
の
間
に
設
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
は
元
和
二
年(16

16
)

８
月
、

こ
の
地
を
関
所
の
役
割
を
兼
ね
た
渡
船
場
と
し
ま
し
た
。 

 

当
時
の
渡
船
地
点
は
明
治
13
年
作
成
の
迅
速
測
図
な
ど

か
ら
、
こ
こ
か
ら
上
流
側
に
約160

メ
ー
ト
ル
の
あ
た
り
で

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。 

 

幕
府
が
江
戸
の
防
衛
の
意
味
か
ら
、
利
根
川
に
橋
を
か
け

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
利
根
川
を
渡
る
要
衝
と
し
て
こ
の

七
里
ケ
渡
は
栄
え
ま
し
た
。 

 

ま
た
水
戸
街
道
の
脇
往
還
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
往
来
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
本
道
の
宿
駅
が

さ
び
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
そ
の
た
め
水
戸
藩
で
は
、
元
文
四

年(17
39)

に
水
戸
藩
領
内
の
商
人
が
こ
の
街
道
を
通
行
す
る

こ
と
を
禁
じ
て
い
ま
す
。 

 

七
里
ケ
渡
に
は
、
戸
頭
河
岸
が
併
設
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

享
保
17
年(

1732
)

に
は
６
人
の
船
持
ち
が
い
て
、
そ
の
う

ち
の
５
人
は
大
型
の
高
瀬
舟
を
所
持
し
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
高
瀬
舟
で
江
戸
へ
の
荷
物
を
運
搬
し
て
い
ま
し
た
。 

 

明
治
23
年(

1890
)

、
取
手
市
下
高
井
の
広
瀬
誠
一
郎
ら
に

よ
り
利
根
運
河
が
開
削
さ
れ
る
と
、
東
京
へ
の
航
路
は
短
縮

さ
れ
利
根
水
運
は
最
盛
期
を
迎
え
ま
す
。 

 

し
か
し
、
鉄
道
の
発
達
と
と
も
に
水
運
は
お
と
ろ
え
、
戸

頭
河
岸
の
役
目
も
終
わ
り
ま
し
た
が
、
七
里
ケ
渡
は
昭
和
30

年
頃
ま
で
続
け
ら
れ
ま
し
た
。 利

根
川
上
流
河
川
事
務
所 

柏
市
布
施
側
の
七
里
ケ
渡
跡
、 

江
戸
時
代
の
元
和
二
年(16

16)

に
幕
府
は
、
七
里
ケ
渡
を

定
船
場
に
定
め
ま
し
た
。 

こ
の
こ
ろ
は
「
藺
沼(

い
ぬ
ま)

」
と
い
う
沼
で
し
た
が
、

承
応
三
年(

1654
)

に
な
っ
て
利
根
川
が
完
成
し
ま
し
た
。 

幕
府
が
江
戸
防
衛
の
意
昧
か
ら
、
利
根
川
に
橋
を
か
け
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
下
総
と
常
陸
を
結
ぶ
要
衝
と
し
て
、

こ
の
七
里
ケ
渡
は
栄
え
、
布
施
村
に
は
五
軒
の
旅
籠
が
あ
っ

て
、
宿
場
町
的
な
繁
栄
も
見
ら
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
亨
保
十
五
年(1

730
)

に
、
土
浦
、
小
張
、
戸
頭
の

水
戸
街
道
の
脇
往
還
が
完
成
す
る
と
、
そ
れ
を
利
用
す
る
者

が
多
く
な
り
、
七
里
ケ
渡
の
往
来
も
一
段
と
多
く
な
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

柏
市
教
育
委
員
会 



【
注
意
】「
七
里
ケ
渡
」
は
「
わ
た
り
」
で
は
な
く
「
わ
た
し
」

で
す
。
説
明
の
部
分
で
は
送
り
仮
名
「
し
」
を
記
し
た
方
が

い
い
と
思
う
の
で
す
が
ネ
。 

七
里
の
渡
し
と
歴
史
が
共
通
す
る
の
は
な
ぜ
？ 

七
里
の
渡
し
は
東
海
道
五
十
三
次
で
知
ら
れ
る
宮
宿(

名

古
屋
市
熱
田
区)

か
ら
桑
名
宿(

三
重
県
桑
名
市)

ま
で
の
海

路
で
、
か
つ
て
の
官
道
。
こ
の
渡
し
の
宮
宿
側
、
ま
た
は
、

桑
名
宿
側
の
渡
船
場
の
み
を
指
し
て
「
七
里
の
渡
し
」
と
新

た
な
名
称
と
し
て
呼
ば
せ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

慶
長
６
年(16

01)

、
東
海
道
に
伝
馬
制
が
実
施
さ
れ
、
五

十
三
次
の
宿
駅
の
設
置
が
始
ま
り
ま
す
。 

更
に
、
元
和
元
年
の
大
阪
夏
の
陣
後
の
女
と
童
の
人
身
保

護
が
影
響
し
て
、
定
船
場
之
事
は
検
問
所
の
役
割
を
か
ね
て

全
国
の
主
た
る
街
道
の
渡
場
に
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
家
康
が
没
し
た
元
和
２
年(1

616
)

、
東
海
道
に
お
け
る

唯
一
の
海
上
路
で
「
七
里
の
渡
し
」
は
始
ま
り
ま
し
た
。 

宮
宿
と
桑
名
宿
の
間
は
海
路
「
七
里
の
渡
し
」
で
通
行
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
七
里
の
渡
し
は
満
潮
時
に
陸
地
沿
い

航
路
が
約
七
里(

27
㎞)

で
、
干
潮
時
の
沖
廻
航
路
は
約
十
里

(

39
㎞)

で
し
た
。 

渡
し
船
に
よ
っ
て
移
動
し
、
所
要
時
間
は
約
４
時
間
で
し

た
。
別
称
「
桑
名
の
渡
し
」
、「
熱
田
の
渡
し
」
、「
宮
の
渡
し
」、

「
間
遠(

ま
ど
お
、
距
離
や
時
間
が
か
か
る)

の
渡
し
」
な
ど

と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

天
候
の
悪
化
な
ど
に
よ
り
、
海
難
事
故
が
し
ば
し
ば
発
生

す
る
東
海
道
の
難
所
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

海
上
を
避
け
る
迂
回
路
と
し
て
は
、
脇
往
還
の
佐
屋
路
が

あ
り
ま
し
た
。 

さ
て
、
七
里
の
渡
し
に
対
し
て
、
利
根
川
の
七
里
ケ
渡
し

は
１
km
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
「
七
里
ケ
渡
し
」
と
言
う
名

称
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
疑
問
で
す
ね
・
・ 

 

武
蔵
国
と
下
総
国
の
境
で
あ
る
、
隅
田
川(

荒
川)

千
住
か

布
施
の
渡
し
迄
、
お
お
よ
そ
七
里(28

km)

で
す
。 

ま
た
、
鎌
倉
の
七
里
ヶ
浜
は
八
幡
ま
で4.
5Km

で
す
が
、
鎌

倉
時
代
以
降
の
一
里
は650

m

な
の
で
七
里
に
な
り
ま
す
。 

 

七
里
ケ
渡
し
名
が
鎌
倉
時
代
に
呼
ば
れ
る
様
に
な
っ
た
と

し
た
ら
、
古
代
東
海
道
の
時
代
は
布
施
街
道
の
分
岐
点
か
ら

半
時(

一
時
間)

の
距
離
で
七
里
ケ
渡
し
で
す
。 

元
和
二
年
八
月
の
定
船
場
法
度
を
読
む
と
江
戸
に
通
じ
る

街
道
筋
の
渡
船
場
16
ヶ
所
名
が
記
さ
れ
て
い
る
中
に
、
七
里

ケ
渡
し
は
既
に
記
さ
れ
て
お
り
、
定
船
場

之
事
で
渡
船
場
名
を
付
け
た
訳
で
は
な

く
、
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
七
里
ケ
渡

し
に
決
め
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

七
里
ケ
渡
し
は
、
地
元
の
人
々
は
「
戸

頭
の
渡
し
」「
守
谷
の
渡
し
」
或
い
は
「
布

施
の
渡
し
」「
七
里
ケ
渡
し
」
と
い
わ
れ
て

い
た
そ
う
で
、
渡
し
場
と
し
て
の
歴
史
は

古
く
平
安
時
代
に
は
あ
っ
た
の
で
な
い

か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

根
拠
と
し
て
は
、
布
施
と
い
う
古
い
地

名
に
絡
む
渡
し
場
は
、
行
基
に
よ
る
布
施

屋(

ほ
し
や)

と
い
う
宿
泊
施
設
が
全
国

に
広
ま
り
「
お
布
施
」
の
始
ま
り
話
に
通

じ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
立
証
す
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
的
に
は
、
七
里
ケ

渡
し
名
の
発
祥
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町

時
代
頃
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま

す
。 

 

江
戸
時
代
に
な
り
、
水
戸
街
道
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
は
、

取
手
の
渡
し
を
使
う
よ
う
、
七
里
ケ
渡
し
と
布
佐
の
渡
し
の

通
行
が
規
制
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
後
の
侍
と
い
わ
れ
る
土
方

歳
三
が
蝦
夷
へ
下
向
す
る
際
使
わ
れ
た
渡
舟
場
で
し
た
。 

近
隣
の
豪
農
か
ら
旅
費
を
強
奪
同
様
に
し
て
、
財
産
を
失

っ
た
と
い
う
恨
み
話
し
が
あ
り
ま
し
た
、
布
施
界
隈
で
は
、

土
方
の
評
価
は
悪
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

昭
和
55
年
４
月
、
新
大
利
根
橋
が
開
通
し
て
も
し
ば
ら
く

の
間
、
渡
し
は
残
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。 

新
四
国
相
馬
霊
場
資
料 
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