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結
城
紬 

取
手
に
残
し
た
二
万
石
、
伊
奈
半
十
郎
忠
治 

 
 
 
 
 

新
四
国
相
馬
霊
場
八
十
八
ヶ
所
を
巡
る
会
配
布
資
料 

小
貝
川
沿
い
の
相
馬
二
万
石 

 

古
来
為
政
者(
い
せ
い
し
ゃ
、
政
治
家)

の
仕
事
は
水
を
治
め

る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 

こ
と
に
日
本
は
狭
い
国
土
に
山
が
多
く
、
雨
が
多
く
、
急

峻
な
川
筋
を
水
が
駆
け
下
っ
て
く
る
よ
う
な
河
川
ば
か
り
で

す
。
大
陸
の
大
河
の
よ
う
に
あ
ふ
れ
た
水
が
広
大
な
範
囲
を

じ
わ
じ
わ
と
侵
食
し
て
く
る
氾
濫
と
違
い
、
ひ
と
た
び
大
雨

が
降
れ
ば
そ
の
水
は
大
小
無
数
の
河
川
に
集
ま
り
、
中
流
、

下
流
域
で
本
流
と
合
流
し
、
猛
烈
な
濁
流
と
な
っ
て
堤
防
を

壊
し
、
乗
り
越
え
、
人
も
家
も
押
し
流
し
田
畑
を
泥
で
埋
め

て
し
ま
い
ま
す
。
小
貝
川
や
鬼
怒
川
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、

同
じ
よ
う
な
河
川
で
、
し
か
も
河
川
の
代
表
格
で
あ
る
利
根

川
の
支
流
で
あ
り
ま
す
。
現
代
の
土
木
技
術
を
も
っ
て
し
て

も
そ
の
河
川
の
制
御
は
難
し
く
、
ま
し
て
や
重
機
も
コ
ン
ク

リ
ー
ト
も
な
い
時
代
の
治
水
の
困
難
さ
は
現
代
人
に
は
想
像

し
に
く
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

江
戸
時
代
関
東
の
治
水
利
水
に
腐
心
し
た
伊
奈
親
子
は
、

代
表
的
な
利
根
川
東
遷
事
業
に
六
十
年
、
葛
西
用
水
の
完
成

に
更
に
六
十
年
を
費
や
し
、
試
行
錯
誤
の
困
難
を
乗
越
え
関

東
平
野
の
治
水
事
業
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

特
に
、
忠
次
の
次
男
忠
治
は
、
下
総
国
相
馬
郡
取
手
か
ら

谷
和
原
の
小
貝
川
沿
い
に
、
人
工
百
万
都
市
と
な
る
江
戸
の

人
達
の
食
糧
源
と
な
る
、
谷
和
原
三
万
石
と
相
馬
二
万
石
の

新
田
を
築
き
現
在
に
至
り
ま
す
。 

 

取
手
の
発
展
に
多
大
な
る
貢
献
主
と
な
っ
た
新
田
開
発
奉

行
伊
奈
半
十
郎
忠
治
は
取
手
の
偉
人
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
と
云
え
る
で
し
ょ
う
。 

父
忠
次
の
前
半
生 

(

関
東
入
府
ま
で) 

 

忠
次
は
天
文
19
年(15

50)
 

三
河
国
幡
豆
郡
小
島(

愛
知

県
西
尾
市)

城
主
、
伊
奈
忠
基
の
十
一
子
、
忠
家
の
嫡
男
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
た
。
名
は
備
前
守
と
称
し
て
い
ま
す
。 

 

後
の
天
下
人
徳
川
家
康
の
信
頼
が
厚
か
っ
た
忠
次
で
し
た

が
、
永
禄
６
年(156

3)

三
河
で
一
向
一
揆
が
起
き
、
家
康
の

家
臣
団
は
家
康
側
と
一
揆
側
の
真
っ
二
つ
に
分
か
れ
て
戦
い

ま
し
た
。
結
果
は
、
一
揆
軍
は
敗
れ
て
一
揆
軍
に
つ
い
た
忠

家
は
三
河
か
ら
追
放
と
な
り
ま
し
た
。 

天
正
10
年(15

82)

６
月
２
日
、
明
智
光
秀
が
突
如
の
謀
反

で
本
能
寺
の
乱
を
起
こ
し
主
君
織
田
信
長
を
討
ち
ま
し
た
。 

 

信
長
の
勧
め
で
堺
を
見
物
中
で
あ
っ
た
家
康
一
行
は
知
ら

せ
を
聞
い
て
驚
愕
。
供
の
者
30
名
足
ら
ず
は
光
秀
の
追
手
か

ら
一
刻
も
早
く
逃
げ
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

こ
の
と
き
、
忠
次
は
家
康
の 

近
習
の
小
栗
吉
忠
を
通
じ
て

家
康
の
も
と
に
馳
せ
参
じ
、
忠
次
一
世
一
代
の
賭
け
に
身
を

投
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

一
行
は
堺
か
ら
伊
賀
を
越
え
て
伊
勢
ま
で
逃
避
行
し
ま
す

が
、
途
中
か
ら
家
康
一
行
と
別
れ
た
穴
山
梅
雪(

あ
な
や
ま 

の

ぶ
た
だ)

ら
が
落
ち
武
者
狩
り
で
落
命
し
て
い
ま
し
た
。
家
康

一
行
は
茶
屋
四
郎
、
次
郎
な
ど
の
機
転
に
よ
り
辛
く
も
脱
出

に
成
功
し
ま
す
。
忠
次
は
こ
の
伊
賀
越
え
に
同
行
し
て
家
康

と
生
死
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
君
に
背
い
た
罪
を
許

さ
れ
三
河
に
帰
参
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

 

忠
次
は
、
こ
れ
を
機
に
そ
の
後
小
栗
同
心
の
１
人
と
し
て
、

内
政
に
、
土
木
技
術
に
、
戦
の
後
方
支
援
に
頭
角
を
現
し
て

い
き
ま
す
。
や
が
て
小
栗
吉
忠
が
没
す
る
と
忠
次
が
そ
の
後

を
継
ぐ
形
で
同
心
た
ち
の
中
心
に
な
り
、
関
東
入
府
以
降
の

内
政
的
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 

【
水
戸
市
の
備
前
堀
橋
の
忠
次
像
】 
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関
東
入
府
、
天
正
18
年(

1590
)

小
田
原
北
条
氏
が
豊
臣
秀

吉
に
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
７
月
３
日
。
１
ヵ
月
後
の
８

月
１
日
に
は
家
康
は
江
戸
に
入
り
ま
す
。 

こ
の
日
が
『
八
朔
の
江
戸
お
討
ち
入
り
』
と
し
て
代
々
幕
府

の
重
要
な
年
中
行
事
に
な
り
ま
す
。 

家
康
は
関
東
入
府
に
際
し
、
４
人
の
代
官
頭
を
任
命
し
ま

し
た
。
大
久
保
長
安
、
長
谷
川
長
綱
、
彦
坂
元
正
、
そ
し
て

伊
奈
忠
次
で
す
。
忠
次
を
関
東
代
官
頭
に
任
命
す
る
と
き
に

家
康
の
懐
刀
の
本
多
正
信
が
忠
次
に
出
さ
せ
る
誓
詞
の
前
文

を
書
く
事
を
命
じ
ら
れ
ま
す
が
、
正
信
が
家
康
に
何
と
書
け

ば
よ
い
で
し
ょ
う
？
と
聞
く
と
。 

「
一
つ
、
関
東
を
自
分
の
よ
う
に
大
切
に
す
べ
し
。 

 

二
つ
、
部
下
を
依
怙
贔
屓
す
べ
か
ら
ず
」
と
言
い
。 

３
つ
目
は
と
問
わ
れ
る
と
、「
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
」
と
い
っ
た

と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
は
お
前
に
す
べ
て
任
す
か
ら
自
由
に

や
れ
！
と
言
わ
れ
た
に
等
し
い
も
の
で
し
た
。 

伊
奈
忠
次
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン 

 

忠
次
は
江
戸
を
天
下
の
府
と
す
る
た
め
の
施
策
条
件
。 

１
、
江
戸
の
後
背
地
で
あ
る
関
東
の
民
心
を
治
め
な
が
ら
幕

領
支
配
を
確
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

２
、
関
東
の
生
産
力
を
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

３
、
江
戸
城
下
を
大
人
口
が
住
め
る
よ
う
に
拡
大
す
る
。 

４
、
大
人
口
を
支
え
る
物
流
網
を
作
る
。 

５
、
乱
流
し
て
武
蔵
国
東
部
を
襲
う
利
根
川
の
改
修
。 

６
、
飲
料
水
用
の
水
を
ひ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

天
下
統
一
、
江
戸
開
府
と
い
う
政
治
的
変
化
に
対
応
す
る

た
め
に
こ
れ
ら
の
施
策
を
速
や
か
に
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
現
代
ま
で
続
く
社
会
基
盤
整
備
と
な
り
ま
し

た
。 

結
城
紬
と
忠
次     

（
結
城
紬
の
折
り
と
歴
史
よ
り
） 

 

結
城
紬
は
古
代
か
ら
こ
の
地
方
の
特
産
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
永
い
歴
史
の
中
で
も
、
存
亡
に
か
か
わ

る
大
き
な
出
来
事
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
一
つ
が
慶
長
６
年(160

1)

に
行
わ
れ
た
国
替
で
し
た
。 

 

こ
の
時
、
結
城
家
第
18
代
の
城
主
で
あ
っ
た
結
城
秀
康

(

徳
川
家
康
の
二
男)

は
、
越
前
に
六
十
七
万
石
を
与
え
ら
れ
、

家
臣
は
も
と
よ
り
寺
院
、
職
人
、
商
人
に
ま
で
及
ぶ
町
ぐ
る

み
の
大
移
動
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。 

 

そ
の
た
め
に
紬
織
り
を
始
め
と
す
る
諸
産
業
は
す
っ
か
り

衰
え
て
し
ま
う
と
と
も
に
、
そ
の
領
域
は
大
名
領
、
旗
本
知

行
所
、
天
領
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

し
か
し
結
城
紬
の
産
地
で
あ
っ
た
現
在
の
結
城
市
周
辺
は
、

そ
の
大
部
分
が
天
領
と
な
っ
た
た
め
、
翌
７
年
に
初
代
代
官

と
し
て
伊
奈
備
前
守
忠
次
が
派
遣
さ
れ
て
来
ま
し
た
。 

 
彼
は
城
下
の
蓑
退
を
憂
い
、
そ
の
振
興
策
と
し
て
紬
の
改

良
発
展
の
た
め
に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。 

 

幕
府
に
要
請
し
て
信
州
上
田
か
ら
織
工
を
招
き
、
染
色
の

改
善
と
柳
条
の
織
り
方
の
技
術
を
導
入
し
た
の
で
す
。 

 

そ
の
結
果
結
城
紬
の
名
声
は
ま
す
ま
す
上
が
り
、
紬
の
生

産
は
増
大
す
る
と
と
も
に
、
販
売
市
場
も
拡
大
し
て
結
城
紬

の
名
前
も
次
第
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

    

  

忠
次
の
後
継
者
忠
治 

 

伊
奈
備
前
守
忠
次
は
激
務
の
た
め
過
労
で
失
神
す
る
ほ
ど

働
き
ま
す
が
、
慶
長
15
年(16

10)

に
折
れ
る
よ
う
に
病
没
し

ま
す
。
意
外
に
も
そ
の
代
官
職
を
嫡
男
の
忠
政
で
は
な
く
次

男
の
忠
治
が
継
ぎ
ま
す
。 

 

勿
論
そ
の
８
年
後
に
忠
政
が
34
歳
で
没
し
、
そ
の
子
忠
勝

も
同
年
９
歳
で
早
逝
し
た
た
め
で
す
が
、
忠
政
は
忠
次
病
没

の
２
年
前
に
大
番
頭
と
し
て
従
五
位
下
築
後
守
に
叙
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
番
方(

武
人)

と
し
て
忠
次
遺
領
を

相
続
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
忠
次
の
本
業
で
あ
る
代
官
職(

役
方)

は
次
男
の
忠

治
に
継
が
せ
る
。
忠
次
は
生
前
か
ら
そ
の
よ
う
に
決
め
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
そ
う
で
な
け
れ
ば
関
東
代
官

頭
を
継
い
だ
忠
政
が
大
坂
夏
の
陣
に
動
員
さ
れ
て
武
将
と
し

て
首
級
三
十
を
挙
げ
る
活
躍
を
す
る
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
か

ら
で
す
。
そ
れ
は
忠
次
の
さ
さ
や
か
な
意
地
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
い
ま
す
。 

 

生
前
忠
次
は
本
多
忠
勝
な
ど
の
武
将
か
ら
戦
働
き
を
し
な

い
で
成
り
上
が
っ
た
も
の
と
し
て
さ
げ
す
ま
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。 

 

無
論
主
君
の
家
康
は
そ
ん
な
考
え
は
な
く
、
む
し
ろ
武
将

以
上
に
重
用
し
ま
し
た
が
、
忠
次
に
も
三
河
武
士
と
し
て
の

誇
り
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

多
く
の
兄
弟
親
戚
が
戦
場
で
死
ん
で
い
っ
た
伊
奈
家
は
武

門
の
誉
れ
と
の
自
負
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
元
和
４
年(1

618
)

に
半
十
郎
忠
治
が
関

東
代
官
職
を
継
ぐ
と
、
忠
次
の
元
部
下
た
ち
の
多
く
が
忠
治

の
下
に
行
き
、
忠
治
は
新
し
く
拝
領
し
た
赤
山
に
陣
屋
を
構

え
、
こ
こ
か
ら
伊
奈
家
の
関
東
開
発
第
２
幕
が
上
が
る
こ
と

忠治像 
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 伊奈半十郎忠治 （はんじゅうろうただはる） 年表 

慶長 11年(1606) 忠治、勘定方に出仕。植田谷領８０５石を賜る  

元和４年(1618) 兄忠政が没。家督は嫡子忠勝が継ぎ、代官職は弟の忠治 

が継ぐ。赤山領を拝領し源長寺を菩提寺とする 

 

 忠勝早逝（９歳）のため小室藩は改易  

元和７年(1621) 新川通りの開削。利根川と渡良瀬川が合流  

 第一回赤堀川の開削,鬼怒川と小貝川分離工事始める  

元和９年(1623)  家光３代将軍に就任 

寛永２年(1625) 第２回赤堀川の開削、山田沼堰を普請  

寛永５年(1628) 中山道を付替え、氷川神社参道の西側に大宮宿をつくる  

寛永６年(1629) 元荒川の締切、入間川への付替え、鬼怒川の付替え  

 赤山陣屋を設ける。見沼溜井の造成  

寛永７年(1630) 小貝川の付替え、岡堰（相馬領・取手市）を普請  

寛永 12年(1635) 江戸川開削着工 参勤交代制度施行 

寛永 14年(1637)  島原の乱 

寛永 15年(1638) 忠治勘定奉行になる  

寛永 18年(1641) 権現堂川の掘削、逆川の開削、江戸川の開削竣工  

寛永 19年(1642) 忠治関東郡代となる  

正保４年(1647) 領内に飢民なきをもって褒賞を受ける  

承応２年(1653) 忠治没、忠克関東郡代を世襲  

 玉川上水着工・竣工（水道奉行として忠治と忠克）  

承応３年(1654) 常陸川浚渫、赤堀川通水、利根川が銚子沖に流れる  

   

 

に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
父
忠
次
の
引
い
た
レ
ー
ル
の
上
を

走
り
な
が
ら
も
、
父
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
金
字
塔
を
打
ち

立
て
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

唯
一
の
関
東
代
官
頭 

 

先
に
関
東
入
府
の
際
、
４
人
の
代
官
頭
が
任
命
さ
れ
た
と

書
き
ま
し
た
が
、
大
久
保
長
安
、
長
谷
川
長
綱
、
彦
坂
元
正
、

伊
奈
忠
次
の
こ
と
で
、
関
東
入
府
か
ら
幕
府
初
期
あ
た
り
ま

で
そ
れ
ぞ
れ
が
手
腕
を
発
揮
し
て
、
大
い
に
内
政
に
貢
献
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
長
安
は
死
後
に
不
正
蓄
財
で
お
と
し
い

れ
る
た
め
、
あ
り
も
し
な
い
事
を
目
上
の
人
に
告
げ
ら
れ
、

讒
言(

ざ
ん
げ
ん)

さ
れ
男
児
全
員
が
慶
長
18
年(161

3)

処
刑
。

元
正
も
家
康
の
勘
気
を
蒙
り
慶
長
11
年(

1606
) 

失
脚
、。
長

綱
は
嗣
子(

し
し
、
後
継
者)

な
く
没
し
ま
し
た
慶
長
９
年

(
1604

)

。
こ
の
よ
う
に
忠
次
以
外
の
代
官
頭
が
継
が
れ
る
こ

と
な
く
次
々
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

 

唯
一
忠
次
の
跡
を
忠
政
、
忠
治
と
継
い
だ
伊
奈
家
だ
け
が

代
官
頭
と
し
て
残
り
ま
し
た
。 

 

代
官
は
幕
府
直
轄
領
（
徳
川
家
の
領
地
）
を
支
配
す
る
の

が
仕
事
で
す
が
、
代
官
頭
は
初
期
の
徳
川
政
権
に
あ
っ
て
職

制
が
定
ま
ら
な
い
頃
の
役
職
で
、
あ
ら
ゆ
る
仕
事
を
こ
な
し

ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
便
利
屋
、
何
で
も
屋
で
す
。 

 

そ
の
結
果
さ
ま
ざ
ま
な
権
限
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

関
東
郡
代
伊
奈
家
が
広
範
に
持
っ
て
い
た
権
限
は
実
は
こ

の
初
期
の
代
官
頭
の
何
で
も
屋
の
特
殊
権
限
が
そ
の
ま
ま
相

続
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。 
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利
根
川
東
遷 

 
伊
奈
半
十
郎
忠
治
は
父
に
よ
く
似
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
風
貌
が
似
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
父
の

構
想
思
想
を
よ
く
理
解
し
て
体
現
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。 

 

唯
一
の
代
官
頭
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
忠
治
は
関
東
代
官
頭

を
兄
か
ら
引
き
継
ぐ
と
早
速
、
父
の
宿
題
に
取
り
組
み
ま
す
。 

 

そ
の
宿
題
と
は
江
戸
時
代
最
大
の
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

な
っ
た
利
根
川
東
遷
で
す
。 

 

何
し
ろ
江
戸
を
含
め
た
武
蔵
国
東
部
は
大
き
な
溝
の
様
な

地
形
を
し
て
い
て
、
そ
こ
を
利
根
川
、
荒
川
、
渡
良
瀬
川
と

い
っ
た
大
河
が
乱
流
し
て
、
ひ
と
た
び
洪
水
に
見
舞
わ
れ
れ

ば
そ
の
大
き
な
溝
が
そ
の
ま
ま
川
の
よ
う
に
な
っ
て
襲
っ
て

く
る
の
で
と
て
も
人
の
住
め
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 

 

従
っ
て
、
利
根
川
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
は
江
戸
を
天
下
の

府
に
す
る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で
し
た
。 

 

忠
治
の
父
忠
次
は
利
根
川
治
水
こ
そ
関
東
開
発
の
要
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
、
入
府
後
す
ぐ
に
中
条
堤
の
築

堤
、
会
い
の
川
の
締
切
に
取
り
掛
か
り
ま
す
。 

 

し
か
し
忠
次
の
余
生
で
は
時
間
が
足
り
ず
そ
の
仕
事
は
忠

治
に
受
け
継
が
れ
ま
す
。 

  
 

     

                

 利根川の東遷史 

文禄３年(1594) 会の川の締切、千住大橋の架橋、中条堤の築堤  

慶長２年(1597)  慶長の役 

慶長５年(1600) この頃元荒川と綾瀬川を分離 関ヶ原の戦い 

慶長８年(1603)  江戸幕府開府 

元和 7年(1621) 新川通りの開削。利根川と渡良瀬川が合流  

 第一回赤堀川の開削、鬼怒川と小貝川分離工事始まる  

寛永２年(1625) 第２回赤堀川の開削、山田沼堰を普請  

寛永６年(1629) 元荒川の締切、入間川への付替え、鬼怒川の付替え  

寛永７年(1630) 小貝川の付替え、岡堰（相馬領取手）を普請  

寛永 12年(1635) 江戸川開削着工  

寛永 18年(1641) 権現堂川の掘削、江戸川の開削竣工  

承応３年(1654) 常陸川浚渫、赤堀川通水、利根川が銚子沖に流れる  

明暦３年(1657) 焼失の為役宅を常盤橋御門内から馬喰町に移転 明暦の大火 

万治２年(1659)  両国橋架橋 

万治３年(1660) 幸手用水の開削、びわ溜井用水の開削  

 葛西用水の開削  

寛文５年(1665)  逆川の開削、 

 

行
田
市
の
中
条
堤 

 

田
ん
ぼ
の
中
を
延
々

と
こ
の
よ
う
な
堤
防
が

続
い
て
い
る
。 

何
と
も
不
思
議
な
光
景 



 5 / 8 

 

 
東
遷
の
意
図 

 
元
和
４
年(16

18)

に
関
東
代
官
頭
と
な
っ
た
忠
治
は
３
年

後
の
元
和
７
年(162

1)

に
は
一
気
に
利
根
川
東
遷
事
業
に
取

り
掛
か
り
ま
す
。 

 

年
表
に
第
一
回
赤
堀
川
の
開
削
。 

 

利
根
川
と
渡
良
瀬
川
が
合
流
。 

 

第
一
回
赤
堀
川
の
開
削
鬼
怒
川
と
小
貝
川
分
離
工
事
始
め

る
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
利
根
川
を
江
戸
湾
か
ら
瀬
替

え
し
て
銚
子
沖
に
通
水
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
す
。 

 

利
根
川
東
遷
の
肝
は
洪
水
常
襲
地
の
武
蔵
国
東
部
の
地
溝

帯
か
ら
自
然
河
川
を
取
り
去
る
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
後
に
用 

水
路
を
引
く
こ
と
。
渡
良
瀬
川
、
鬼
怒
川
小
貝
川
な
ど
の
大

河
を
利
根
川
に
結
び
付
け
て
関
東
各
地
お
よ
び
東
北
と
江
戸

を
結
び
つ
け
る
巨
大
な
水
運
網
を
作
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。 

 

ス
ケ
ー
ル
と
言
い
効
果
と
言
い
、
と
て
も
四
百
年
前
に
構

想
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
壮
大
な
事
業
で
す
。 

 

今
に
お
い
て
も
何
十
年
、
何
十
兆
円
掛
か
る
か
想
像
も
つ

き
ま
せ
ん
。
地
図
も
重
機
も
鉄
筋
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
も
な
い

時
代
で
す
。
近
代
土
木
技
術
も
な
い
時
代
で
す
。 

 

徒
手
空
拳(

と
し
ゅ
く
う
け
ん
、
素
手)

で
怪
物
に
挑
む
よ

う
な
も
の
で
す
。 

 

こ
の
途
方
も
な
い
構
想
を
信
じ
巨
額
を
投
じ
て
伊
奈
家
に

ゆ
だ
ね
た
徳
川
代
々
将
軍
も
肝
が
据
わ
っ
て
い
ま
す
。 

「
も
し
夫
れ(

そ
れ)

利
根
川
改
修
の
如
き
に
至
り
て
は
、
当

時
全
く
流
域
を
異
に
し
た
る
鬼
怒
川
流
路
の
合
流
せ
し
め
た

る
も
の
に
し
て
、
到
底
現
今
の
如
き
世
相
に
お
い
て
は
計
画

し
能
は
ざ
る
の
底
の
大
英
断
な
り
と
す
。
」（
明
治
以
前
日
本

土
木
史
）
と
評
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
正
に
そ
の
通
り
だ
と
思

い
ま
す
。 

※
利
根
川
東
遷
概
略
図
を
参
照 

 

２
つ
の
図
を
見
る
と
、
利
根
川
水
系
の
ほ
と
ん
ど
が
人
工

で
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
こ
の
利
根
川
東
遷
で
今
に
至
る
関
東
の
イ
ン
フ
ラ

が
作
ら
れ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。  

 

こ
れ
で
百
万
人
に
及
ぶ
江
戸
と
い
う
都
市
が
成
り
立
ち
ま

し
た
。
計
り
知
れ
な
い
恩
恵
だ
と
い
え
ま
す
。 

 

し
か
し
難
工
事
に
次
ぐ
難
工
事
。
資
金
不
足
、
人
足
不
足
、

流
路
の
選
定
の
む
ず
か
し
さ
、
瀬
替
え
や
工
事
後
の
地
域
に

与
え
る
影
響
。
立
ち
退
き
を
強
制
す
る
住
民
た
ち
の
説
得
。 

 

失
敗
す
れ
ば
腹
を
切
る
ぐ
ら
い
で
は
済
ま
な
い
と
い
う
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
。
こ
れ
ら
を
乗
り
越
え
、
や
り
遂
げ
た
伊
奈
半

十
郎
忠
治
は
江
戸
期
随
一
の
功
績
、
偉
人
と
い
し
か
言
い
よ

う
が
あ
り
ま
せ
ん 

。 
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関
宿
城
博
物
館
の
展
望
台
か
ら
見
る
利
根
川
江
戸
川
分
岐
点 

 
赤
堀
川
は
渡
良
瀬
川
、
常
陸
川
分
水
嶺
を
掘
り
、
常
陸
川

は
28
キ
ロ
下
流
の
鬼
怒
川
合
流
部
ま
で
浚
渫
、
逆
川
は
南
の

権
現
堂
川
や
江
戸
川
の
そ
の
当
時
の
利
根
川
本
流
か
ら
北

(

逆)

に
掘
っ
て
赤
堀
川
に
つ
な
げ
ま
し
た
。 

 

利
根
川
東
遷
事
業
以
前
は
こ
こ
は
原
野
が
広
が
る
ば
か
り

で
川
な
ど
無
く
、
江
戸
川
が
利
根
川
下
流
方
向
と
は
逆
向
き

に
「
ん
」
の
字
型
に
取
水
口
が
あ
り
、
江
戸
川
に
は
上
流
か

ら
の
水
流
が
流
れ
込
ま
な
い
様
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
が
四
百
年
前
に
造
ら
れ
た
人
工
の
景
色
で
あ
り
、
関

宿
は
利
根
川
水
運
大
動
脈
を
つ
な
ぐ
最
重
要
ポ
イ
ン
ト
で
あ

り
、
難
工
事
が
集
中
し
た
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。 

赤
堀
川
と
江
戸
川 

(

治
水
と
水
運) 

 

東
遷
事
業
の
苦
労
話
は
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

赤
堀
川
の
通
水
工
事
が
２
度
失
敗
し
た
と
き
は
、
地
元
住

民
か
ら
「
赤
恥
川
」
と
揶
揄
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
失
敗
に

は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
細
心
の
注
意
を
払
っ
た

か
ら
な
の
で
す
。 

 

赤
堀
川
は
利
根
川
と
渡
良
瀬
川
を
あ
わ
せ
た
大
量
の
水
の

一
部
を
常
陸
川
に
通
し
て
水
運
の
為
の
水
量
を
確
保
す
る
た

め
の
河
川
工
事
だ
っ
た
の
で
流
れ
す
ぎ
る
と
常
陸
川
下
流
が

氾
濫
す
る
し
、
少
な
い
と
船
が
通
れ
な
い
と
い
う
極
め
て
難

し
い
工
事
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

伊
奈
忠
克
が
赤
堀
川
通
水
に
成
功
し
た
当
時
は
川
幅
が

18
ｍ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

利
根
川
東
遷
は
利
根
川
の
本
流
を
太
平
洋
に
流
す
こ
と
が

目
的
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

赤
堀
川
以
東
の
一
連

の
工
事
は
水
運
網
の
整
備
が
目
的
で
し
た
。 

 

東
北
か
ら
江
戸
に
来
る
船
が
潮
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
房
総

半
島
を
迂
回
し
て
江
戸
湾
に
入
る
ル
ー
ト
が
危
険
で
あ
る
た

め
、
銚
子
か
ら
利
根
川
を
遡
っ
て
安
全
に
航
行
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
と
、
鬼
怒
川
を
通
じ
て
東
北
諸
藩
と
の
物
流
網

を
作
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
江
戸
川
は
父
忠
次
の
瀬
替
え
工
事
に
よ
っ
て
利
根

川
が
渡
良
瀬
川
の
下
流
を
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

そ
こ
で
氾
濫
が
相
次
ぐ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
利
根
川
の
水
を
安
定
し
て
排
水
す
る
ル
ー
ト
を

開
削
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
ま
た
、
北
関
東
や
銚
子

沖
か
ら
来
た
船
が
安
全
に
江
戸
ま
で
航
行
す
る
必
要
か
ら
作

っ
た
人
工
河
川
な
の
で
す
。 

 

調
査
に
次
ぐ
調
査
の
結
果
下
総
台
地
を
掘
り
進
む
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
が
、
大
変
な
難
工
事
に
な
り
ま
し
た
。 

 

資
金
も
不
足
し
切
り
開
い
た
台
地
の
木
々
を
工
事
資
材
に

し
て
余
り
を
売
っ
て
人
足
代
の
足
し
に
す
る
な
ど
苦
労
に
苦

労
を
重
ね
て
完
成
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。 

 

昭
和
22
年
の
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
浸
水
域 

 

図
を
見
る
と
、
武
蔵
国
東
部
低
地
は
上
流
部
で
破
堤
す
る

と
旧
川
筋(

古
利
根
川)
に
沿
っ
て
江
戸
ま
で
来
て
し
ま
う
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。 

こ
の
地
形
的
構
造
は
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。 

 

ゆ
え
に
伊
奈
家
は
こ
の
地
帯
の
自
然
河
川
を
取
り
除
い
て
、

そ
の
縁
で
江
戸
川
を
流
す
よ
う
に
し
ま
し
た
。 

実
は
利
根
川
東
遷
と
聞
く
と
利
根
川
の
本
流
を
太
平
洋
に

流
す
こ
と
だ
と
勘
違
い
し
が
ち
で
す
が
、
利
根
川
を
栗
橋
で

権
現
堂
川
に
繫
ぎ
、
江
戸
川
に
流
す
ル
ー
ト
が
本
流
だ
っ
た

の
で
す
。
利
根
川
治
水
は
、
上
流
部
の
中
条
堤
で
氾
濫
を
抑

え
、
上
記
の
ル
ー
ト
で
大
半
の
水
を
流
す
こ
と
が
要
で
し
た
。 

首
都
圏
外
郭
放
水
路 

 

国
道
16
号
線
の
地
下
に
は
首
都
圏
外
郭
放
水
路(

春
日
部

市)

と
い
う
図
の
地
域
で
発
生
し
た
洪
水
を
吸
収
す
る
巨
大

な
地
下
タ
ン
ク
が
あ
り
ま
す
が
。
タ
ン
ク
に
た
ま
っ
た
水
は

江
戸
川
に
放
水
し
て
い
ま
す
。 

 

つ
ま
り
埼
玉
東
京
東
部
低
地
の
水
害
対
策
の
基
本
思
想
は

伊
奈
氏
の
頃
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。 

 

忠
治
の
偉
業
に
よ
り
、
関
東
は
広
大
な
耕
地
が
広
が
り
、

東
北
、
関
東
と
江
戸
を
結
ぶ
水
路
が
網
の
目
の
よ
う
に
張
り

巡
ら
さ
れ
、
江
戸
と
結
ば
れ
た
地
方
に
は
野
田
や
銚
子
の
醤

油
、
佐
原
の
酒
、
猿
島
の
お
茶
な
ど
多
く
の
産
業
を
生
む
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
中
条
堤
、
権
現
堂
堤
、
江
戸
川
を
要
と
す
る
治
水

シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
流
路
が
頻
繁
に

変
わ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。 

 

忠
治
は
父
忠
次
同
様
、
関
東
の
民
か
ら
慕
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
谷
和
原
領
福
岡
堰
や
伊
奈
領
岡
堰
、
相
馬
領
豊
田
堰(

取

手
市)

の
関
東
三
大
堰
に
は
頌
徳
碑
等
が
建
っ
て
い
ま
す
。 

 

取
手
の
毛
有
薬
師
堂
は
忠
治
が
眼
病
に
罹
っ
た
時
に
そ
の

平
癒
を
祈
願
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

 

忠
治
の
人
柄
が
偲
ば
れ
ま
す
。 

 

「
秋
に
な
り
、
小
貝
川
沿
い
に
広
が
る
黄
金
の
帯
は
、
相
馬

二
万
石
と
呼
ば
れ
て
き
た
豊
か
な
取
手
の
象
徴
で
す
。 

 

川
と
闘
い
な
が
ら
川
の
惠
を
享
受
し
て
き
た
市
の
歴
史
を

さ
か
の
ぼ
る
と
、
江
戸
時
代
に
川
の
道
を
作
っ
た
関
東
郡
代
、

伊
奈
半
十
郎
忠
治
に
行
き
着
き
ま
す
。 

」
と
取
手
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
今
も
郷
土
の
恩
人
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
ま
す
。 
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小
貝
川
福
岡
堰
の
桜
、
伊
奈
神
社
の
脇
、
昭
和
16
年
建
立 

 

寛
永
６
～
７
年(

162
9

～1630
)

、
当
時
鬼
怒
川
と
小
貝
川

は
つ
く
ば
み
ら
い
市
の
寺
畑
付
近
で
合
流
し
そ
の
下
流
域
を

広
大
な
湿
地
帯
に
し
て
い
た
。 

 

忠
治
は
こ
の
二
川
を
分
離
し
鬼
怒
川
を
台
地
を
掘
り
進
ん

で
常
陸
川(

現
利
根
川)

の
30
㎞
上
流
に
流
し
、
小
貝
川
も
そ

の
下
流
の
大
地
を
開
削
し
、
常
陸
川
に
合
流
さ
せ
た
。 

 

こ
の
工
事
の
結
果
広
大
な
湿
地
帯
は
水
田
に
代
わ
り
、
ま

た
新
た
に
設
け
ら
れ
た
山
田
沼
堰
と
豊
田
堰
、
岡
堰
に
よ
っ

て
、
谷
和
原
領
３
万
石
、
相
馬
領
２
万
石
を
潤
し
た
。 

 

こ
の
伊
奈
神
社
は
福
岡
堰
を
見
下
ろ
す
高
台
に
あ
り
、
祭

神
は
伊
奈
半
十
郎
忠
治
。
昭
和
16
年
４
月
18
日
建
立
。 

 

関
東
郡
代
と
し
て
、
福
岡
堰
を
は
じ
め
と
す
る
治
水
事
業

に
取
り
組
み
、
谷
原
領
開
発
に
功
績
の
あ
っ
た
伊
奈
忠
治
公

を
偲
ん
で
建
立
さ
れ
ま
し
た
。 

 

例
祭
は
毎
年
４
月
18
日
で
例
祭
を
行
っ
た
後
、
福
岡
堰
か

ら
の
取
水
を
開
始
す
る
。 

 

５
万
石
と
い
う
土
地
開
発
の
ス
ケ
ー
ル
は
ど
の
く
ら
い
か

と
い
う
と
、
江
戸
時
代
の
川
口
市
の
石
高
が 

1
9,5

00 

石
だ

っ
た
の
で
約2.

5

倍
。 

  

関
東
郡
代
の
成
立 

 

寛
永
15
年(1

638
)

に
勘
定
奉
行
の
勘
定
頭
に
任
命
さ
れ

ま
す
が
寛
永
19
年(164

1)

「
今
ま
で
国
用
の
事 

勘
定
頭
に

あ
ず
か
り
し
を
ゆ
る
さ
れ
、
こ
れ
よ
り
関
東
諸
代
官
の
得
失

を
糺
し
、
堤
防
修
築
の
こ
と
を
勾
当
専
門
す
べ
し
」
と
、
勘

定
頭
を
は
ず
れ
、
地
方
官
と
し
て
関
東
の
諸
代
官
の
監
督
す

る
権
限
と
、
河
川
事
業
を
一
手
に
担
う
こ
と
を
命
じ
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
が
正
式
な
関
東
郡
代
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

正
保
４
年(16

47)
忠
治
は
「
領
内
に
飢
民
な
き
を
も
っ
て
」

褒
賞
を
受
け
ま
す
。 

 

上
下
共
に
信
頼
を
集
め
た
忠
治
は
後
の
伊
奈
家
の
地
位
を

不
動
の
も
の
に
し
た
の
で
す
。 

 

忠
治
は
赤
堀
川
の
通
水
を
見
る
こ
と
な
く
没
し
ま
す
が
、

そ
の
子
半
左
衛
門
忠
克(

た
だ
か
つ)

が
父
の
遺
志
を
継
い
で

赤
堀
川
の
通
水
に
成
功
し
ま
す
。 

こ
こ
に
60
年
に
及
ん
だ
利
根
川
東
遷
事
業
は
完
成
し
ま

し
た
。
そ
し
て
忠
次
の
描
い
た
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と
忠
治

の
築
い
た
権
力
基
盤
は
そ
の
後
も
子
孫
に
受
け
継
が
れ
て
い

き
ま
す
。 

 

伊
奈
家
菩
提
寺
の
源
長
寺
に
あ
る
伊
奈
家
頌
徳
碑
は
以
下

よ
う
に
結
ん
で
い
ま
す
。
伊
奈
家
が
代
々
良
き
民
政
官
だ
っ

た
の
は
こ
の
文
に
由
来
し
て
い
ま
す
。 

「
農
政
を
司
る
者
の
務
め
は
暗
に(

そ
れ
と
な
く)

古
職(

古
代

中
国
の
官
職)

に
当
て
は
ま
る
。
治
水
や
道
を
通
し
、
境
界
を

正
し
溝
を
掘
り
、
こ
こ
に
灌(

そ
そ)

ぎ
、
こ
こ
に
漑(

う
る
お)

す
。
是
を
以
て
種
を
ま
い
て
植
え
、
産
業
民
を
利
し
、
貢
税

は
国
を
富
ま
し
、
下
を
労
わ
り
行
政
を
施
行
す
る
。 

 

上
に
奉
じ
て
力
を
尽
く
し
、
訴
え
を
聞
い
て
決
し
、
意
見

が
あ
れ
ば
直
を
も
っ
て
す
る
。 

一
万
石
の
禄(

知
行
地
）、
五
位(

従
五
位
下)

に
登
用
さ
れ
る
。 

 

子
に
伝
え
孫
に
及
ぼ
し
、
順
々
に
其
の
決
ま
り
を
受
け
る
。
」 

＊ 

忠
次
が
小
室
領
１
万
石
と
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
こ
と
。 

 
 

以
上 

 

玉
川
上
水
工
事
の
影
の
立
役
者 

伊
奈
半
十
郎
忠
治 

 

各
駅
停
車
し
か
止
ま
ら
な
い
多
磨
霊
園
駅
で
京
王
線
を
降

り
て
一
本
裏
通
り
に
入
る
と
、
車
が
一
台
通
れ
る
く
ら
い
の

狭
い
道
に
生
垣
な
ど
が
あ
り
、
昭
和
の
香
り
が
漂
う
閑
静
な

住
宅
街
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
小
路
を
南
に
行
く
と
、

路
は
緩
や
か
な
Ｓ
字
カ
ー
ブ
を
描
き
な
が
ら
下
り
坂
と
な
る
。 

こ
こ
は
武
蔵
野
台
地
の
南
端
に
あ
た
り
、『
立
川
崖
線
』
と

呼
ば
れ
て
い
る
古
多
摩
川
が
作
っ
た
浸
食
崖
で
あ
る
。 

武
蔵
野
台
地
は
東
京
中
西
部
に
広
が
る
お
お
よ
そ7

00km
2

に
及
ぶ
広
大
な
台
地
で
、
そ
の
東
端
は
文
京
区
、
台
東
区
、

港
区
に
ま
で
達
す
る
。 

 

こ
の
立
川
崖
線
を
下
る
坂
の
名
前
は
『
悲
し
い
坂
』
と
い

う
の
だ
が
、
な
ん
と
も
閑
静
な
住
宅
街
に
は
似
合
わ
な
い
名
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前
だ
。
こ
の
坂
の
名
前
の
由
来
は
、
玉
川
上
水
の
工
事
と
か

か
わ
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

玉
川
上
水
は
、
こ
こ
か
ら
直
線
距
離
に
し
て5.

5km

も
北

の
小
金
井
界
隈
を
流
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
こ
の
地
に
玉
川

上
水
の
工
事
に
由
来
す
る
名
前
が
付
い
て
い
る
の
か
。 

 

玉
川
上
水
は
、
工
事
の
総
奉
行
に
老
中
松
平
伊
豆
守
信
綱
、

水
道
奉
行
に
伊
奈
半
十
郎
忠
治
が
命
ぜ
ら
れ
た
。 

工
事
を
請
負
っ
た
の
が
農
民
出
の
玉
川
兄
弟
で
、
そ
の
功

績
に
よ
り
『
玉
川
』
の
姓
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
二
百

石
の
扶
持
米
と
永
代
水
役
を
命
じ
ら
れ
た
。 

 

取
水
口
の
あ
る
羽
村(

市)

の
取
水
堰
と
玉
川
上
水
終
点
の

四
谷
大
木
戸
の
標
高
差
は9

2

ｍ
、
全
長43k

m
あ
る
。
そ
れ

を
わ
ず
か
８
ヶ
月
で
掘
り
ぬ
い
た
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
玉
川
上
水
の
工
事
は
、
２
度
の
失
敗
を
経
て
漸
く

３
度
目
に
成
功
し
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。 
 

当
初
の
計
画
で
は
、
立
川
市
と
日
野
市
を
結
ぶ
日
野
橋
下

流
の
青
柳
村(

現
国
立
市
青
柳)

付
近
の
「
日
野
の
渡
し
」
が

あ
っ
た
、
多
摩
川
河
畔
か
ら
取
水
す
べ
く
工
事
が
始
ま
っ
た
。 

府
中
市
の
八
幡
下
か
ら
、
東
京
競
馬
場
北
側
の
滝
神
社
の

と
こ
ろ
を
東
方
へ
向
か
い
多
磨
霊
園
駅
の
南
方
を
経
て
神
代

あ
た
り
ま
で
掘
削
し
て
試
験
的
に
通
水
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の

「
悲
し
い
坂
」
の
辺
り
で
流
れ
が
地
中
に
浸
透
し
て
し
ま
い
、

下
流
ま
で
流
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

こ
こ
等
辺
の
地
盤
は
富
士
山
の
噴
火
し
た
灰
の
積
も
っ
た

関
東
ロ
ー
ム
層
で
、
土
中
に
水
が
浸
み
込
ん
で
し
ま
い
、
下

流
ま
で
流
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
取
水
口
を
福
生(

市)

に
替
え
て
工
事
を
始
め
る
が
、

今
度
は
当
時
の
技
術
で
は
掘
り
ぬ
く
こ
と
の
出
来
な
い
大
き

な
岩
盤
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
工
事
の
跡
が
空
堀

と
な
っ
て
福
生
市
熊
川
の
『
み
ず
く
ら
い
ど
公
園
』
に
残
さ

れ
て
い
る
。
『
み
ず
く
ら
い
ど
』
と
は
、
『
水
喰
ら
い
土
』
の

こ
と
で
、
関
東
ロ
ー
ム
層
の
非
常
に
浸
透
性
の
高
い
土
地
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

３
度
目
に
羽
村
に
取
水
口
を
決
め
た
の
は
、
松
平
伊
豆
守

信
綱
の
家
臣
で
野
火
止
用
水
の
開
削
者
安
松
金
右
衛
門
に
よ

る
も
の
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

悲
し
い
坂
を
下
り
き
っ
た
と
こ
ろ
に
府
中
市
が
設
置
し
た

石
標
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と 

『
責
任
を
問
わ
れ
て
処
刑
さ
れ
た
役
人
が
「
か
な
し
い
」
と

嘆
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の

と
き
の
堀
は
、
今
も
『
む
だ
掘
』
『
新
堀
』『
空
堀
』
の
名
で

残
っ
て
い
ま
す
。 

昭
和6

0

年
３
月 

府
中
市
』 

と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

杉
本
苑
子
著
『
玉
川
兄
弟
』
で
は
、
こ
の
失
敗
に
よ
り
工

事
責
任
者
で
あ
っ
た
水
道
奉
行
の
伊
奈
半
十
郎
忠
治
が
責
任

を
取
っ
て
切
腹
す
る
シ
ー
ン
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
後
書
き

で
、「
伊
奈
半
十
郎
は
病
死
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

ま
た
松
浦
節
著
『
伊
奈
半
十
郎
上
水
記
』
で
は
、「
二
度
水

喰
ら
い
土
に
阻
ま
れ
て
工
事
に
失
敗
。
こ
の
難
工
事
の
最
中
、

玉
川
兄
弟
と
現
場
で
打
ち
合
わ
せ
中
に
伊
奈
半
十
郎
は
突
然

心
臓
を
押
さ
え
る
よ
う
に
し
て
倒
れ
こ
み
、
砂
川
の
陣
屋
に

運
ば
れ
た
。
一
度
は
回
復
す
る
も
の
の
、
二
度
目
の
発
作
に

襲
わ
れ
六
十
二
歳
で
病
死
し
た
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

史
実
に
よ
る
と
、
伊
奈
半
十
郎
は
承
応
２
年(16

53)

６
月

2
7

日
に
死
亡
し
、
家
督
は
子
息
の
伊
奈
半
左
衛
門
忠
克
に
引

き
継
が
れ
て
い
る
。 

子
息
が
家
督
を
継
い
だ
こ
と
か
ら
、
工
事
の
失
敗
の
責
任

を
取
ら
さ
れ
て
切
腹
し
た
と
い
う
の
は
所
謂
『
都
市
伝
説
』

で
あ
り
、
お
そ
ら
く
病
死
が
真
実
と
思
わ
れ
る
。 

 

伊
奈
半
十
郎
忠
治
は
関
東
郡
代
で
、
農
地
改
革
や
河
川
修

治
の
仕
事
に
多
く
の
功
績
を
遺
し
た
。
利
根
川
を
東
京
湾
か

ら
太
平
洋
の
銚
子
に
流
し
替
え
る
工
事
は
、
忠
治
か
ら
始
ま

っ
て
伊
奈
家
３
代
、60

余
年
に
及
ぶ
大
事
業
を
成
し
遂
げ
て

い
る
。 

 

平
成
に
入
り
、
東
京
競
馬
場
脇
の
滝
神
社
下
で
道
路
工
事

中
、
玉
川
上
水
試
掘
跡
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 

重
要
資
料 

202
0/04

/13 

コ
ピ
ー 

    

鴻
巣
市
勝
願
寺
の 

伊
奈
忠
次
、 

忠
治
の
陵
墓 

    2
013.

11.1
7  

  

参
考
文
献
「
水
を
治
め
、
水
を
利
す
る
」 

Ａ
Ｇ
Ｃ
新
井
宿
駅
と
地
域
ま
ち
づ
く
り
協
議
会 

関
東
郡
代
伊
奈
氏
の
２
０
０
年
研
究
班 

〒333
 083

3 

川
口
市
西
新
井
宿 362

 

リ
カ
ベ
ル 

[
mail

to:i
nfo@

arai
jyuk

u.jp
] 

F
AX 0

48 2
81
 993

9 

 
 
 
 

 
 

相
馬
霊
場
参
加
者
用
資
料 

2020
/0
5/31 

mailto:info@araijyuku.jp

