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朝
霞
市
溝
沼
の
セ
ル
フ
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
・
コ
ン
ビ
ニ

建
設
計
画
を
め
ぐ
っ
て

(

第
二
報)

　

本
紙
17
号
で
す
で
に
報
道

し
た
溝
沼
市
民
セ
ン
タ
ー
隣

地
の
大
型
開
発
計
画
は
、
早

い
テ
ン
ポ
で
行
政
か
ら
許
可

さ
れ
た
が
、
い
く
つ
も
の
住

民
グ
ル
ー
プ
か
ら
異
議
が
申

し
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

要
請
に
よ
り
、
事
業
者

(

出
光
興
産
ほ
か)

の
説
明

会
が
第
三
中
学
校
、
第
十
小

学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
保
育
園
、
児

童
館
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

な
ど
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。

　

し
か
し
近
隣
住
民
の
動
き

は
鎮
ま
る
こ
と
な
く
、
許
可

の
撤
回
を
求
め
る
市
議
会
へ

の
請
願
、
県
開
発
審
査
会
へ

の
公
開
審
理
の
申
請
が
た
て

続
け
に
行
わ
れ
た
。

　

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
否
決

さ
れ
た
た
め
、
事
務
監
査
請

求
を
進
め
る
会
が
結
成
さ
れ

た
。 

４
８
４
８ 

名(

同
会
が

公
表
し
た
数)

の
署
名
が
集

ま
り
、
署
名
簿
は
市
の
監
査

委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
。

　

12
月
28
日
ま
で
市
役
所
で

署
名
簿
の
縦
覧
が
行
わ
れ
て

い
る
が
、
同
会
は
１
月
９
日

ま
で
に
本
請
求
を
す
る
と
い

う
。
受
理
さ
れ
る
と
監
査
が

ス
タ
ー
ト
す
る
。

　

市
の
グ
リ
ー
ン
ゾ
ー
ン
計

画
に
よ
っ
て
、
公
共
施
設
、

特
に
学
校
な
ど
の
整
備
が
進

行
中
の
地
域
な
の
で
、
市
側

に
対
し
て
住
民
の
不
満
が
噴

出
し
て
い
る
。
ま
た
開
発
事

業
者
の
出
光
グ
ル
ー
プ
に
対

し
て
は
、
環
境
へ
の
先
進
的

な
取
組
み
を
企
業
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
テ
レ
ビ
広
告
を
し
て

い
る
こ
と
を
挙
げ
、
企
業
の

モ
ラ
ル
を
追
求
す
る
声
も
あ

る
。

写
真
１　
三
中
の
生
徒
が
通

学
す
る
開
発
予
定
地
域

　
背
後
に
体
育
館
、
溝
沼
市

民
セ
ン
タ
ー
が
望
ま
れ
る
。

　

跡
地
の
周
囲
に
は
、
す
で

に
体
育
館
、
中
央
公
園
の
ほ

か
、
県
立
朝
霞
西
高
校
、
朝

霞
市
立
一
中(

建
設
中)

が

あ
り
、
市
民
は
多
大
な
関
心

を
も
っ
て
こ
の
計
画
に
臨
む

べ
き
だ
ろ
う
。
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新
座
市
は
平
成
16
年
11
月

４
日
、
第
一
回
の
新
座
市
観

光
都
市
づ
く
り
推
進
市
民
会

議
を
開
催
し
た
が
、
引
き
続

き
第
二
回
の
会
議
が
12
月
16

日
、
午
後
６
時
半
か
ら
市
役

所
の
会
議
室
で
開
か
れ
た
。

今
後
月
１
回
の
ペ
ー
ス
で
開

催
さ
れ
る
。

　

新
座
市
は
東
京
都
に
隣
接

し
、
緑
が
豊
か
で
野
火
止
用

水
や
平
林
寺
な
ど
の
文
化
遺

産
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
地

域
の
特
性
を
生
か
し
、
市
全

域
を
観
光
都
市
と
し
て
発
展

整
備
す
る
計
画
を
決
め
た
。

　

昨
年
１
月
「
観
光
に
よ
る

地
域
再
生
構
想
」
を
内
閣
官

房
地
域
再
生
推
進
室
に
提
案

し
、
そ
の
後
「
雑
木
林
と

せ
せ
ら
ぎ
の
あ
る
ま
ち
づ
く

り
」
を
策
定
、
６
月
内
閣
総

理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
。

　

こ
の
計
画
に
は
、

１
・
地
域
づ
く
り
支
援
室
等

の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
機
能
強
化

２
・
観
光
関
係
の
施
策
連
携

(

共
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム)

３
・「
地
域
再
生
支
援
チ
ー

ム
」
の
設
置

４
・「
一
地
域
一
観
光
」
を

推
進
す
る
「
ひ
と
」「
情
報
」

の
充
実

５
・
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
の

創
設

６
・
良
好
な
景
観
形
成

　

以
上
、
六
つ
の
項
目
を
推

進
す
る
た
め
の
支
援
措
置
を

盛
り
込
ん
で
い
る
。

　

予
定
と
し
て
、
平
成
16
年

度
に
は
市
民
会
議
の
発
足
、

観
光
ビ
ジ
ョ
ン
お
よ
び
プ
ラ

ン
の
素
案
を
作
成
し
、
平
成

17
年
度
に
は
ビ
ジ
ョ
ン
お
よ

び
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
。

　

市
民
会
議
の
委
員
に
は
、

市
内
の
立
教
大
、
跡
見
学
園

女
子
大
、
十
文
字
学
園
女
子

大
、
市
内
の
各
団
体
か
ら
選

ば
れ
た
方
、
公
募
に
よ
り
選

ば
れ
た
市
民
10
名
を
合
わ
せ

て
40
名
。

　

市
民
会
議
の
仕
組
み
と
し

て
、
三
つ
の
部
会
が
あ
り
、

産
業
活
性
化
部
会(

産
直
販

売
シ
ス
テ
ム
な
ど)

、
自
然

景
観
活
用
部
会(

自
然
環
境

と
景
観
、
散
策
コ
ー
ス
の
設

定
な
ど)

、交
流
部
会(

祭
り
、

イ
ベ
ン
ト
な
ど)

が
設
け
ら

れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
会
で

は
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
な
ど
に
よ
っ
て
地
域

特
性
の
把
握
の
の
ち
、
総
会

を
経
て
、
事
業
展
開
に
結
び

付
け
る
と
い
う
。

　

本
年
３
月
に
中
間
報
告
、

７
月
に
は
最
終
報
告
が
ま
と

め
ら
れ
る
予
定
。
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「
観
光
都
市
に
い
ざ
・

雑
木
林
と
せ
せ
ら
ぎ
の
あ
る

ま
ち
づ
く
り
」

　
地
域
再
生
計
画
は
…

　
オ
ピ
ニ
オ
ン

　

今
回
新
座
市
が
掲
げ
た
観

光
都
市
宣
言
は
、
市
民
に
夢

を
与
え
、
一
見
華
や
か
な
動

き
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
さ
れ
た
会
議
の
内
容

を
読
む
限
り
、
い
く
つ
も
の

不
安
な
課
題
が
含
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

　

た
と
え
ば
、
計
画
は
盛
り

沢
山
で
あ
る
が
、
最
終
報
告

を
ま
と
め
る
ま
で
の
予
定
期

間
が
余
り
に
も
短
い
の
で
は

な
い
か
。

　

学
識
経
験
者
が
ヘ
ッ
ド
を

務
め
ら
れ
る
計
画
は
綺
麗
ご

と
に
進
め
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
心
配
も
あ
る
。

　

産
直
販
売
、
自
然
の
景
観

な
ど
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
市

民
、
土
地
、
家
屋
の
所
有
者

の
理
解
が
必
要
に
な
る
で
あ

ろ
う
し
、
神
社
、
仏
閣
と
そ

の
祭
り
は
、
行
政
が
踏
み
込

み
に
く
い
場
面
が
少
な
く
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

新
座
市
域
の
最
大
の
雑
木

林
は
平
林
寺
境
内
に
あ
り
、

野
火
止
用
水
が
そ
の
境
内
を

流
れ
る
。
平
林
寺
の
山
林

は
天
然
記
念
物
と
な
っ
て
お

り
、
信
仰
の
場
と
し
て
、
境

内
に
入
る
と
き
は
参
観
料
が

徴
収
さ
れ
て
い
る
。
境
内
の

内
部
に
わ
た
っ
て
観
光
計
画

に
取
り
込
む
に
は
、
い
く
つ

も
の
バ
リ
ア
ー
に
立
ち
向
わ

ね
ば
な
る
ま
い
。

　

新
座
市
市
域
は
広
大
で
、

景
観
都
市
と
し
て
整
備
し
、

観
光
客
を
誘
致
す
る
た
め
に

は
、
各
駅
（
新
座
、
志
木
、

清
瀬
）
か
ら
目
的
地
へ
の
ア

ク
セ
ス
は
大
き
な
問
題
と
な

ろ
う
。

　

何
よ
り
時
間
が
欲
し
い

(

新
座
市
大
和
田
の
一
市

民)

。

平林寺山門に降る雪
凌雲閣の額は輝いているが、人の気配は無い

撮影されたのは藤井 教文氏

「
キ
ャ
ン
プ
朝
霞
」
跡
地

の
利
用
計
画
は
進
む
か

１
月
25
日
朝
霞
市
は
市
民
と

の
パ
ネ
ル
討
論
を
行
な
う
。

　

米
軍
か
ら
国
に
返
還
さ
れ

た
後
、
長
年
放
置
さ
れ
て
い

た
、
旧
ノ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
跡

地
の
利
用
計
画
に
つ
い
て
検

討
す
る
た
め
、
朝
霞
市
は
、

市
民
参
加
に
よ
る
「
基
地
跡

地
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
開
催

す
る
。

　

一
昨
年
６
月
、
財
務
大
臣

の
諮
問
機
関
で
あ
る
財
政
制

度
等
審
議
会
が
、
国
内
の
旧

米
軍
基
地
を
有
効
に
活
用
す

る
よ
う
に
答
申
し
た
。
そ
こ

で
朝
霞
市
で
は
、
08
年
６
月

ま
で
に
そ
の
利
用
計
画
を
た

て
る
こ
と
に
な
り
、
昨
年
11

月
、
学
識
経
験
者
で
構
成
さ

れ
た
「
市
基
地
跡
地
利
用
計

画
策
定
委
員
会
」
を
発
足
さ

せ
、積
極
的
な
検
討
を
始
め
、

こ
の
た
び
市
民
参
加
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
こ
ぎ
つ

け
た
。

　

す
で
に
朝
霞
市
で
は
、
平

成
16
年
６
月
６
日
、
同
20
日

に
跡
地
の
見
学
会
を
開
催
し

て
１
０
０
名
以
上
の
参
加

を
得
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
跡
地
の

利
用
に
つ
い
て
市
民
の
意
見

を
募
り
、
30
数
通
の
提
案
を

受
取
り
、
当
局
は
鋭
意
検
討

を
進
め
て
き
た
。

   

今
回
開
催
さ
れ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
は
、
こ
れ
ま
で
に
実

施
さ
れ
た
基
地
見
学
会
な
ど

の
延
長
線
上
に
あ
り
、
市
民

の
跡
地
へ
の
関
心
を
高
め
、

利
用
計
画
に
つ
い
て
積
極
的

な
議
論
を
進
め
た
い
と
の
ね

ら
い
に
よ
る
。

　

最
大
の
課
題
は
、
買
い
取

り
の
問
題
で
あ
る
。
時
価
約

６
０
０
億
円
と
い
わ
れ
、
市

が
買
い
取
る
さ
い
に
は
、
そ

の
３
分
の
１
と
は
な
る
が
、

２
０
０
億
円
と
い
う
莫
大
な

財
政
負
担
に
つ
い
て
は
、
十

分
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

　

利
用
計
画
が
進
行
中
の

ノ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
跡
地
は
、

左
図
に
示
す
よ
う
に
、
朝
霞

市
役
所
の
南
に
隣
接
す
る
朝

霞
税
務
署
に
対
し
て
東
西
に

並
ぶ
０
・
９
プ
ラ
ス 

０
・
４ 

ヘ
ク
タ
ー
ル
と
、
そ
れ
よ
り

南
側
に
広
が
る
16
・
４
ヘ
ク

タ
ー
ル
、
加
え
て
県
道
東
京

朝
霞
線
を
隔
て
て
朝
霞
郵
便

局
と
朝
霞
市
中
央
公
民
館
と

の
間
の
１
・
７
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
合
わ
せ
、
全
部
で
20
ヘ
ク

タ
ー
ル
に
も
及
ぶ
。

　

す
で
に
本
紙
10
号
で
紹
介

し
た
よ
う
に
、
戦
時
中
に
陸

軍
被
服
廠
が
設
置
さ
れ
、
戦

後
は
米
軍
に
接
収
さ
れ
て

キ
ャ
ン
プ
地
と
な
り
、
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
の
折
に
は
野
戦
病

院
が
つ
く
ら
れ
、
傷
病
兵
が

運
び
込
ま
れ
る
光
景
は
周
辺

の
住
民
の
目
に
も
映
っ
た
。

ま
さ
に
戦
中
、
戦
後
の
激
動

の
歴
史
を
刻
ん
だ
地
域
で
あ

る
。

基地跡地の現況図

市民の目線で市民が発信する
地域情報紙
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宗
岡
総
囲
堤

　

志
木
市
の
宗
岡
地
区
と
い

え
ば
、江
戸
時
代
の
昔
か
ら
、

村
全
体
が
堤
防
に
か
こ
ま
れ

た
と
こ
ろ
だ
。そ
の
た
め「
宗

岡
総
囲
堤(

そ
う
が
こ
い
つ

つ
み)

」
と
よ
ば
れ
た
。
ま

た
、
堤
で
輪
の
よ
う
に
囲
ま

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
輪

中(

わ
じ
ゅ
う)

」
と
も
よ

ば
れ
て
い
た
。
大
水
が
起

こ
っ
た
と
き
、
水
が
村
内
を

襲
っ
て
く
る
の
を
防
ぐ
た
め

の
囲
い
堤
防
で
あ
る
。

　

ま
た
、
宗
岡
に
は
、
上
部

に
蔵
が
建
っ
た
一
〜
二
メ
ー

ト
ル
の
高
さ
の
塚
が
よ
く
見

ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
般
に
水

塚(

み
づ
か)

と
よ
ば
れ
、

蔵
に
は
米
、
避
難
用
の
舟
な

ど
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
や

は
り
水
害
対
策
の
た
め
の
も

の
で
あ
る
。

　

宗
岡
の
東
側
に
は
荒
川
堤

が
あ
り
、
西
側
に
新
河
岸
川

堤
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
堤

は
、
そ
れ
ぞ
れ
川
の
流
れ
に

並
行
し
て
あ
る
も
の
で
、
古

く
か
ら
で
き
て
い
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で

き
る
。
川
の
両
側
に
堤
が
な

か
っ
た
ら
、
川
は
た
ち
ま
ち

無
制
限
に
乱
流
を
は
じ
め
て

し
ま
う
か
ら
だ
。

　

そ
れ
に
た
い
し
て
、
北
側

に
あ
る
佃
堤(

つ
く
だ
つ
つ

み)

と
、
南
側
に
あ
る
新
田

場
堤(
し
ん
で
ん
ば
つ
つ
み)

は
、
少
し
時
代
が
下
っ
た
あ

と
で
計
画
的
に
つ
く
ら
れ
た

も
の
だ
。
事
実
、
こ
の
南
北

の
二
つ
の
堤
は
、
宗
岡
の
多

く
の
部
分
を
支
配
し
て
い
た

旗
本
岡
部
氏
の
家
臣
、
白
井

武
左
衛
門
に
よ
っ
て
、
十
七

世
紀
後
半
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
志
木
市

の
歴
史
で
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。お
お
ま
か
に
い
え
ば
、

宗
岡
は
こ
の
四
面
か
ら
の
堤

に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

佃
堤
と
新
田
場
堤

　

で
は
白
井
武
左
衛
門
は
、

な
ぜ
村
の
南
北
に
堤
を
つ

く
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
荒
川

も
新
河
岸
川
も
北
か
ら
南
に

流
れ
て
い
る
か
ら
、
大
水
が

で
た
と
き
も
北
か
ら
押
し
寄

せ
て
く
る
。
そ
の
水
の
勢
い

を
抑
え
る
た
め
、
村
の
北
側

に
佃
堤
を
つ
く
っ
た
。
堤
は

直
線
状
に
つ
く
っ
た
ほ
う
が

工
事
が
し
や
す
い
と
思
わ
れ

る
が
、
佃
堤
は
八
か
所
も
折

れ
曲
が
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
方
が
堤
の
強
度
を

保
つ
に
は
適
し
た
構
造
で
あ

る
と
い
う
。

　

北
側
の
堤
は
よ
い
と
し

て
、
な
ぜ
村
の
南
側
に
も
新

田
場
堤
を
設
け
た
の
だ
ろ
う

か
。
南
側
は
水
の
通
り
抜
け

る
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
堤
や
堤

防
は
な
い
方
が
よ
い
よ
う
に

思
え
る
。
で
も
、
や
は
り
必

要
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
水

が
で
た
と
き
水
が
逆
流
し
、

南
か
ら
宗
岡
村
を
襲
う
の

を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
と
い

う
。

　

現
在
の
新
河
岸
川
は
、
ほ

ぼ
荒
川
と
並
行
し
て
南
流

し
、
岩
淵(

い
わ
ぶ
ち
。
東

京
都
北
区
。
赤
羽
の
近
く)

で
、
荒
川
か
ら
分
か
れ
た

隅
田
川
に
合
流
す
る
。
だ

が
、
そ
れ
は
、
昭
和
五

(

一
九
三
〇)
年
に
完
工
し

た
新
河
岸
川
改
修
工
事
に
よ

る
も
の
で
、
そ
れ
以
前
は
、

今
の
朝
霞
市
と
和
光
市
の
境

目
近
く
で
、
新
河
岸
川
は
荒

川
に
合
流
し
て
い
た
の
で
あ

る
。そ
し
て
大
水
の
と
き
は
、

怒
涛
の
よ
う
に
流
れ
る
荒
川

の
水
が
合
流
地
点
か
ら
新
河

岸
川
を
逆
流
し
、
宗
岡
村
を

襲
っ
た
と
い
う
。

　

逆
流
に
よ
る
水
害
を
想
像

す
る
こ
と
は
、
今
で
は
む
ず

か
し
い
。
し
か
し
、
新
田
場

堤
の
決
壊
に
そ
な
え
た
防
備

堤
と
し
て
、
今
の
宗
岡
第
三

小
学
校
の
東
側
か
ら
荒
川
堤

に
む
か
っ
て
、
中
堤(

な
か

づ
つ
み)

が
つ
く
ら
れ
て
い

た
。
や
は
り
、
逆
流
に
よ
る

被
害
は
真
剣
に
警
戒
す
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
現

在
、
中
堤
は
跡
形
も
な
く
消

え
て
い
る
。

　

堤
の
向
こ
う
も
宗
岡
村

　

佃
堤
は
宗
岡
村
と
南
畑
村

の
境
目
に
つ
く
ら
れ
た
。
確

か
に
宗
岡
村
に
と
っ
て
は
、

北
の
南
畑
村
か
ら
流
れ
て
く

る
大
水
を
防
ぐ
た
め
の
大
切

な
堤
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

南
畑
村
を
襲
っ
た
大
水
は
佃

堤
で
さ
え
ぎ
ら
れ
て
流
れ
去

る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
つ
ま

で
も
南
畑
村
を
水
に
つ
か
っ

た
ま
ま
の
状
態
に
し
て
し
ま

う
。だ
か
ら
、佃
堤
を
め
ぐ
っ

て
、
南
畑
村
と
宗
岡
村
と
の

争
い
は
幾
度
と
な
く
繰
り
か

え
さ
れ
た
。

　

そ
の
よ
う
に
聞
か
さ
れ
る

と
、
佃
堤
は
宗
岡
と
南
畑
を

分
け
る
村
の
境
界
線
上
に
あ

る
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う

が
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
佃
堤
は
八
か
所
も
折
れ

曲
が
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は

村
の
境
界
線
に
あ
わ
せ
た
た

め
で
は
な
い
。
近
代
に
な
っ

て
か
ら
の
水
害
と
し
て
は
、

明
治
四
十
三(

一
九
一
〇)

年
の
大
水
害
の
あ
と
、
昭
和

十
六(

一
九
四
一)

年
の
も

の
が
人
々
の
記
憶
に
残
さ
れ

て
い
る
。

　

昭
和
十
六
年
の
水
害
の
と

き
、水
は
佃
堤
を
越
え
た
が
、

宗
岡
側
で
床
上
浸
水
し
た
家

は
少
な
か
っ
た
ら
し
い
。
上

宗
岡
の
佃
堤
の
近
く
に
住

む
池
ノ
内
善
行
さ
ん
も
、
田

畑
は
水
に
つ
か
っ
た
が
、
わ

ず
か
な
が
ら
土
地
が
高
か
っ

た
た
め
、
宅
地
ま
で
水
は
上

が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
と

こ
ろ
が
、
佃
堤
の
向
こ
う
に

は
大
水
が
た
ま
り
、
屋
根
近

く
ま
で
水
に
つ
か
っ
て
い
た

家
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ

の
中
に
は
、
宗
岡
村
の
家
も

け
っ
こ
う
あ
っ
た
。
佃
堤

の
向
こ
う
に
も
宗
岡
村
は
広

が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
下
の
氷
川

神
社
も
新
田
場
堤
の
外
に
あ

る
。
地
形
そ
の
他
の
事
情
に

よ
る
も
の
か
、
文
字
通
り
一

軒
も
残
さ
ず
堤
で
囲
む
、
と

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

た
よ
う
だ
。

　

荒
川
べ
り
の
飛
行
場

　

現
在
七
十
歳
前
後
の
年
配

者
だ
と
、
戦
時
下
の
宗
岡

に
飛
行
場
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
て
い
る
方
が
多
い
よ
う

だ
。
場
所
は
、
秋
が
瀬
取
水

堰
近
く
の
荒
川
左
岸
堤
外
地

で
あ
る
。

　

秋
が
瀬
取
水
堰
近
く
の
荒

川
は
、
明
治
末
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
の
改
修
工
事

で
、
旧
浦
和
市
が
わ
に
大
き

く
曲
が
っ
て
い
た
流
れ
が
、

ほ
ぼ
直
線
に
変
え
ら
れ
た
。

し
か
し
、
行
政
的
な
境
界
線

は
も
と
の
ま
ま
な
の
で
、
志

木
市
域(
当
時
は
宗
岡
村
地)

は
、
旧
浦
和
市
に
食
い
込
む

よ
う
に
、
荒
川
左
岸
に
も

残
っ
た
。
そ
の
地
が
飛
行
場

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
こ
も
宗
岡
総
囲

堤
の
外
で
あ
る
。

　

飛
行
場
と
い
っ
て
も
、
学

生
が
教
練(

軍
事
教
育
・
訓

練)

の
時
間
に
使
う
の
が
主

だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

池
ノ
内
さ
ん
は
、
学
生
時

代
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
訓
練
を
こ

こ
で
受
け
た
。
グ
ラ
イ
ダ
ー

と
い
っ
て
も
動
力
が
つ
い
た

も
の
で
は
な
い
。
原
理
は
ゴ

ム
を
引
い
て
も
の
を
と
ば
す

こ
ど
も
た
ち
の
パ
チ
ン
コ
と

同
じ
だ
。
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
尾

部
を
訓
練
生
が
杭
に
と
め
、

頭
部
の
フ
ッ
ク
に
掛
け
た
ゴ

ム
索
を
、
十
人
く
ら
い
が
二

手
に
分
か
れ
て
引
き
、
適
当

な
と
こ
ろ
で
杭
に
止
め
た

綱
を
放
す
と
飛
ん
だ
。
始
め

は
地
上
を
滑
走
す
る
だ
け
だ

が
、
訓
練
が
進
む
と
、
索

を
引
く
歩
数
が
増
え
、
十
数

メ
ー
ト
ル
の
高
さ
ま
で
上
昇

し
、
操
縦
桿
を
握
り
、
足
で

補
助
翼
を
動
か
す
こ
と
も
で

き
る
。低
空
で
は
あ
っ
た
が
、

空
を
飛
ぶ
こ
と
は
、
ス
リ
ル

と
躍
動
感
に
満
ち
て
い
た
と

い
う
。
し
か
し
飛
ん
だ
グ
ラ

イ
ダ
ー
を
担
ぎ
、
人
力
で
も

と
に
戻
す
こ
と
も
訓
練
の
一

つ
で
大
変
な
作
業
だ
っ
た
。

堤
外
に
あ
っ
た
神
社
・
民
家

　

川
が
三
本
も
流
れ
て
い
る

志
木
市
域
の
人
は
と
も
か

く
、
川
が
な
い
と
こ
ろ
に

住
ん
で
い
る
人
た
ち
の
中
に

は
、
堤
外(

堤
の
外
側)

と

堤
内(

堤
の
内
側)

を
混
同

す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
川

の
両
側
に
堤
が
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
右
岸
の
堤
と
左
岸
の

堤
の
間
の
内
側
が
堤
内
と
考

え
た
く
な
る
の
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
の
部
分
は
堤
内
で

は
な
く
、
堤
外
に
あ
た
る
。

　

や
は
り
、
外
と
内
の
基
準

は
人
間
の
生
活
の
場
に
あ
る

の
だ
ろ
う
。
人
々
が
た
く
さ

ん
集
ま
っ
て
生
活
し
て
い
る

箇
所
が
「
内
」
で
、
そ
う
で

な
い
箇
所
が
「
外
」
な
の
で

あ
る
。

　

現
在
、
荒
川
の
堤
外
は
田

ん
ぼ
や
運
動
場
に
使
わ
れ
、

文
字
通
り
人
が
住
ま
な
い
場

所
と
な
っ
て
い
る
。し
か
し
、

上
宗
岡
の
羽
根
倉
を
例
に
と

る
と
、
か
つ
て
堤
外
に
浅
間

神
社
が
あ
り
、
そ
こ
を
中
心

に
十
五
、六
戸
の
民
家
が
集

ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
も
ち

ろ
ん
、
羽
根
倉
橋
は
ま
だ
な

く(

最
初
の
橋
は
昭
和
十
三

年
の
木
製
仮
橋)

、
渡
し
舟

で
往
来
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

埼
玉
県
の
歴
史
上
で
名
高

い
明
治
四
十
三(

一
九
一
〇)

年
の
大
水
害
の
あ
と
、
水
害

対
策
と
し
て
荒
川
改
修
事
業

が
計
画
さ
れ
た
。
こ
こ
羽
根

倉
で
は
大
正
十(

一
九
二
一)

年
か
ら
工
事
が
開
始
さ
れ

た
。
こ
の
と
き
、
堤
外
に
家

を
残
さ
な
い
こ
と
に
決
め
ら

れ
、
壊
す
か
移
築
か
の
選
択

を
せ
ま
ら
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
工
事
に
さ
い
し
、
堤

外
に
あ
っ
て
広
大
な
社
地
を

も
つ
浅
間
神
社
は
、
七
年
の

歳
月
を
か
け
て
、
堤
内
の
ほ

ぼ
現
在
の
位
置
に
移
築
さ
れ

た
。(

浅
間
神
社
は
、そ
の
後
、

昭
和
四
十
四
年
に
浦
和
所
沢

バ
イ
パ
ス
工
事
の
た
め
境
内

の
一
部
が
削
ら
れ
、
再
び
移

築
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
翌

年
に
完
成
し
た)

　

民
家
も
ほ
と
ん
ど
が
取
り

壊
さ
れ
た
が
、
家
を
解
体
し

て
別
の
場
所
で
組
み
立
て
る

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
な
か
に

は
上
宗
岡
の
関
根
修
二
さ
ん

の
お
宅
の
よ
う
に
、
建
物
を

そ
の
ま
ま
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル

も
引
い
て
、
堤
内
に
移
築
し

た
家
も
あ
っ
た
。
か
つ
て
関

根
さ
ん
の
お
宅
は
、
羽
根
倉

河
岸
の
渡
船
場
近
く
に
あ
っ

て
、
旅
び
と
に
必
要
な
こ
ま

ご
ま
と
し
た
も
の
を
売
っ
て

お
り
、
屋
号
を
「
河
岸
の
店

(

た
な)

」
と
い
っ
て
い
た

と
い
う
。

　

宗
岡
総
囲
堤
と
い
っ
て

も
、
堤
外
と
堤
内
が
確
然
と

分
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
堤
防
の
高
さ
も
今
の
半

分
以
下
だ
か
ら
、
日
常
的
に

は
堤
外
と
堤
内
を
区
別
し
て

考
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
大
水
が
起
こ
っ
た
と

き
は
、
堤
外
の
人
は
堤
内
に

避
難
し
、
堤
内
の
人
は
水
害

後
の
こ
と
も
含
め
て
助
け
あ

い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と

は
、
村
の
自
治
体
・
共
同
体

の
最
低
の
ル
ー
ル
で
あ
っ
た

ろ
う
。

　
（
こ
の
稿
は
、
上
宗
岡
に

在
住
の
池
ノ
内
善
行
さ
ん
か

ら
伺
っ
た
話
を
も
と
に
構
成

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た)

。

　
堤
で
囲
ま
れ
た
宗
岡

　
　
　
　

̶

堤
の
内
と
外

郷
土
史
家　
安
斎　
達
雄

Ａ
・
古
地
図

明
治
十
四
年
測
量
、
同
十
九
年

製
版
の
白
地
図
に
宗
岡
総
堤
、

い
ま
も
使
わ
れ
て
い
る
道
路
な

ど
を
着
色
し
た
。

Ｂ
・
い
ま
の
地
図

「
志
木
市
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
」
に

い
ま
の
堤
防
、
主
な
道
路
な
ど

を
か
き
加
え
た
。

ＡＢ
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羽
根
倉
橋
の
移
り
変
わ
り

　

羽
根
倉
の
渡
し
場
は
、
か

つ
て
奥
羽
地
方
に
通
ず
る
鎌

倉
街
道
の
要
所
だ
っ
た
。

　

鎌
倉
時
代
、
観
応
年
間
の

一
三
五
一
年
、
難
波
田
九
郎

三
郎
と
高
麗
彦
四
郎
経
澄
が

こ
の
地
で
戦
っ
た
羽
根
倉
の

合
戦
は
、
永
く
後
世
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

　

羽
根
倉
に
は
、
広
大
な
社

地
を
も
つ
浅
間
神
社
が
鎮
座

し
、
明
治
の
こ
ろ
は
、
民
家

が
境
内
を
囲
む
よ
う
に
集
落

を
つ
く
っ
て
い
た
。
渡
し
場

の
茶
店
は
繁
盛
し
、
こ
の
付

近
の
中
心
を
な
し
て
い
た
。

　

明
治
四
十
三
年
八
月
の
大

水
害
の
あ
と
、
政
府
は
直
ち

に
大
改
修
を
計
画
、
民
地
の

買
収
、
家
屋
の
移
転
、
河
川

改
修
に
着
手
し
た
。

　

昭
和
十
三
年
九
月
板
橋
が

仮
設
さ
れ
、
同
二
十
九
年

の
五
月
冠
水
橋
の
完
成
を
経

て
、
い
ま
の
大
橋
が
架
設
さ

れ
た
。
十
年
の
歳
月
を
掛
け

て
昭
和
六
十
年
三
月
完
工
、

全
長
八
五
九
、六
三
米
、
幅

員
三
十
二
米
、
四
車
線
歩
道

付
き
で
、通
行
す
る
車
両
は
、

一
日
五
万
台
余
と
い
う
。
欅

の
並
木
と
と
も
に
、
こ
の
大

橋
は
、
幹
線
と
し
て
の
浦
和

所
沢
線
の
名
所
と
な
っ
た
。

羽
根
倉
町
内
会
刊
行
、

（「
は
ね
く
ら
」
創
刊
号
【
平

成
元
年
八
月
】）
を
参
考
に

し
ま
し
た
。

その⑱
①②

⑤

③

④

❶❷

写
真
①

水
塚
の
あ
る
家(

中
宗
岡)

　
母
家
の
裏
と
横
手
の
倉
屋
の

ほ
か
屋
敷
神
も
水
塚
の
上
に

載
っ
て
い
る
。

写
真
②

水
塚
の
裏
手
か
ら
荒
川
の
堤
を

望
む

　
遠
く
堤
外
の
取
水
堰
が
望
ま

れ
、
近
く
に
は
新
し
く
な
っ
た

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
畦
道
。

写
真
③

行
政
法
人「
水
資
源
機
構
」(

か

つ
て
は
公
団
だ
っ
た)

の
取
水

堰
　

こ
こ
で
取
り
入
れ
た
水
は
、

都
民
に
飲
料
水
を
供
給
す
る
朝

霞
浄
水
場
へ
。

写
真
④

取
水
堰
の
上
流
に
つ
く
ら
れ
た

横
堤
を
望
む

　
戦
時
中
、
こ
の
一
帯
に
は
飛

行
場
、
格
納
庫
が
あ
っ
て
、
グ

ラ
イ
ダ
ー
や
軽
飛
行
機
の
訓
練

が
行
わ
れ
た
。

写
真
⑤

い
ま
の
羽
根
倉
橋
を
下
流
の
土

手
か
ら
望
む

　
手
前
に
志
木
市
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
、
志
木
市
の
花
火
大
会
が
行

わ
れ
る
の
は
こ
の
あ
た
り
。

写
真
⑥

堤
外
に
移
さ
れ
た
浅
間
神
社

　
羽
根
倉
橋
を
渡
る
浦
和
所
沢

バ
イ
パ
ス
か
ら
見
る
。
本
殿
の

手
前
に
は
築
山
が
あ
り
、
宗
岡

か
ら
与
野
方
面
に
向
か
う
バ
ス

は
、
そ
の
裏
手
の
堤
を
上
っ
て

ゆ
く
。

古
写
真
❶

昭
和
27
年(

１
９
５
２)

頃
の

羽
根
倉
橋
に
も
や
う
船

　
お
米
を
炊
く
た
め
に
釜
を
積

み
、
祝
日
に
は
日
の
丸
を
掲
揚

す
る
水
上
生
活
の
様
子
が
見
え

る
。

古
写
真
❷

同
年
こ
ろ
羽
根
倉
橋
を
渡
る
大

宮
ゆ
き
の
定
期
バ
ス

　
い
ず
れ
の
写
真
も
上
流
方
向

を
写
す
。
い
ず
れ
も
上
宗
岡
の

高
野
平
治
郎
氏
が
撮
影
さ
れ
た

貴
重
な
写
真
。

　

秋
ヶ
瀬
飛
行
場

　

い
ま
も
残
さ
れ
て
い
る
横

堤
を
背
に
し
て
、
格
納
庫
、

宿
舎
な
ど
が
つ
く
ら
れ
、
そ

の
南
側
に
飛
行
場
が
広
が
っ

て
い
た
。

　

主
に
三
級
滑
空
士
を
育
て

る
た
め
の
訓
練
場
で
、
大
日

本
飛
行
協
会
が
運
営
に
当
た

り
、
戦
時
下
の
若
者
を
駆
り

た
て
て
、
陸
海
空
軍
の
操
縦

士
へ
の
道
を
開
く
た
め
の
施

設
だ
っ
た
。

　

こ
の
写
真
は
、
予
科
練
に

入
る
前
に
滑
空
士
の
免
許
を

取
得
す
る
た
め
、
こ
こ
で
訓

練
を
受
け
た
豊
田
豊
氏(

志

木
市
本
町)

が
お
持
ち
に

な
っ
て
い
た
も
の
。

　

訓
練
生
が
家
族
を
招
い
た

と
き
の
記
念
撮
影
で
、
横

に
見
え
る
の
は
、
プ
ラ
イ
マ

リ
ー
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
へ
さ
き

の
操
縦
席
で
、
後
ろ
に
主
翼

の
一
部
が
覗
い
て
い
る
。

果
実
を
つ
け
ま
す
。
こ
れ
は

冬
に
な
る
と
赤
く
熟
し
ま

す
。

　

枝
、
茎
、
葉
の
い
ず
れ
も

枯
れ
た
り
、
切
り
取
っ
た
り

す
る
と
黒
く
な
る
と
い
う
特

徴
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら

に
含
ま
れ
て
い
る
ア
ウ
ク
ビ

ン
と
い
う
成
分
に
よ
る
も
の

で
、
ア
オ
キ
に
は
火
傷(

ヤ

ケ
ド)

、
は
れ
も
の
、
で
き

も
の
、
ひ
び
、
あ
か
ぎ
れ
、

凍
傷
な
ど
の
薬
効
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ア
オ
キ
は
挿
し
木
で
増
や

せ
ま
す
。
庭
園
樹
と
し
て
、

ま
た
最
近
は
鉢
植
え
と
し
て

愛
好
す
る
方
も
増
え
て
き
ま

し
た
。

写
真
右　
カ
ン
ツ
バ
キ

写
真
左　
ア
オ
キ

学
名
にJaponica

が　

付
い
て
い
る
日
本
の
木

　
椿

Cam
ellia japonica

　

ツ
バ
キ
は
日
本
原
産
で
す

が
、何
千
も
の
品
種
が
あ
り
、

欧
米
で
も
人
気
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
栽
培
中
に
自
然

に
起
こ
る
突
然
変
異
、
す
な

わ
ち
「
枝
か
わ
り
」
を
発
見

し
て
、
こ
れ
を
も
と
に
株
を

ふ
や
し
、
品
種
と
す
る
方
法

に
よ
る
も
の
で
す
が
、
も
う

一
つ
は
、
人
工
交
配
な
い
し

自
然
交
雑
に
よ
っ
て
で
き
た

タ
ネ(

種)

を
ま
き
実
生
苗

を
得
る
の
で
す
。
そ
の
な
か

か
ら
優
れ
た
個
体
を
選
び
、

こ
れ
を
増
や
し
て
品
種
と
す

る
方
法
で
す
。

　
山
茶
花

Cam
ellia sasanqua 　

と 

　
寒
椿 

Cam
ellia sasanqua cv. 

Fujikona

も
ツ
バ
キ
の
仲
間
と
し
て
愛

好
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

代
表
格
の
椿
で
あ
る
藪
椿

(

真
紅
の
一
重
で
も
っ
と
も

ツ
バ
キ
ら
し
い)

が
夏
に
向

か
っ
て
咲
く
の
に
対
し
て
、

こ
れ
ら
は
寒
い
冬
に
開
花
し

て
、
そ
の
愛
ら
し
さ
が
人
々

の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま

す
。

　

カ
ン
ツ
バ
キ
は
サ
ザ
ン
カ

と
ツ
バ
キ
と
の
雑
種
と
い
う

説
が
あ
り
ま
す
が
、
紅
色
の

八
重(

花
弁
は
14
枚
以
上)

の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
花
び

ら
は
一
枚
一
枚
づ
つ
散
っ
て

ゆ
き
ま
す
。
ツ
バ
キ
の
よ
う

に
花
全
体
が
落
ち
る
た
め
、

昔
の
武
家
屋
敷
で
、
打
ち
首

の
よ
う
だ
と
嫌
わ
れ
た
散
り

方
と
は
違
い
ま
す
。
ま
た
ツ

バ
キ
や
サ
ザ
ン
カ
と
は
異
な

り
、
枝
が
横
方
向
に
伸
び
る

の
で
、背
丈
は
高
く
な
ら
ず
、

こ
じ
ん
ま
り
し
て
い
ま
す
。

カ
ン
ツ
バ
キ
の
花
言
葉
は

「
気
取
ら
な
い
優
美
さ
」
で

す
。

　
青
木 

Aucuba japonica

　

ア
オ
キ
は
ミ
ズ
キ
科
の
常

緑
低
木
で
す
が
、
ア
ウ
ク
バ

は
青
木
葉(

あ
お
き
ば)

に

由
来
し
、
い
つ
も
葉
も
茎

も
緑
色
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

１
７
０
０
年
ご
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
持
ち
込
ま
れ
て
愛
好
さ

れ
、
い
ま
で
は
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
ガ
ー
デ
ン
に
欠
か
せ
な

い
緑
の
一
つ
と
し
て
取
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
は
じ
め
に
渡
っ
た

株
に
は
実
が
付
か
な
か
っ
た

の
で
す
。
ア
オ
キ
に
は
雌
雄

木
が
あ
っ
て
雌
木
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
、
１
８
６
０
年

雄
木
の
到
着
に
よ
っ
て
、
英

国
に
お
い
て
よ
う
や
く
実
を

結
ん
だ
の
で
す
。

　

ア
オ
キ
の
特
徴
は
半
日
陰

で
よ
く
育
つ
こ
と
で
す
。
日

当
た
り
が
良
く
、
乾
燥
す
る

場
所
は
避
け
ま
す
。

　

雌
雄
別
々
の
花
を
咲
か

せ
、
秋
に
は
緑
色
楕
円
形
の

⑥
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ヨ
ー
グ
ル
ト
は
、
乳(
ち

ち)

に
乳
酸
菌
を
入
れ
て
発

酵
さ
せ
た
製
品
の
こ
と
。

　

ヨ
ー
グ
ル
ト
の
歴
史
は
古

く
、
一
説
に
よ
れ
ば
、
６
千

年
前
に
遡
る
。エ
ジ
プ
ト
で
、

飲
み
残
し
た
乳
に
偶
然
菌
が

入
り
、
そ
れ
を
古
代
人
が
飲

物
と
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
に
伝

え
ら
れ
て
、
い
ま
で
は
欠
か

せ
な
い
栄
養
食
品
と
な
っ
て

い
る
。

　

そ
の
ヨ
ー
グ
ル
ト
が
、
健

康
食
品
と
し
て
世
界
に
名

を
馳
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、「
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
村
に

１
０
０
才
を
超
え
る
老
人
が

多
い
こ
と
、
彼
ら
が
ヨ
ー

グ
ル
ト
を
常
食
と
し
て
い

る
」
こ
と
に
注
目
し
た
メ
チ

ニ
コ
フ(

ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受

賞
者)

に
よ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
毎
日
食

べ
て
い
れ
ば
、
身
体
の
老
化

が
食
い
止
め
ら
れ
る
と
彼
は

考
え
た
。

　

ヨ
ー
グ
ル
ト
を
つ
く
る
乳

酸
菌
は
３
千
と
も
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
と
も
い
わ
れ
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
菌
、
ア
シ
ド

フ
ィ
ル
ス
菌
、
サ
ー
モ
フ
ィ

ル
ス
菌
、
ヤ
ク
ル
ト
菌
な
ど

が
知
ら
れ
て
い
る
。
使
わ
れ

る
乳(

ち
ち)

に
は
、
牛
の

ほ
か
、
山
羊
、
水
牛
な
ど
、

各
地
で
特
別
の
ヨ
ー
グ
ル
ト

が
つ
く
ら
れ
る
。

　

今
や
日
本
で
も
多
種
類
の

ヨ
ー
グ
ル
ト
が
市
販
さ
れ
、

ま
た
自
家
製
の
も
の
も
愛
用

さ
れ
て
、
私
た
ち
の
食
生
活

に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
食
べ

方
も
実
に
さ
ま
ざ
ま
だ
。

ヨ
ー
グ
ル
ト
の
効
用
は
・・・

　

そ
の
効
用
の
第
一
は
大
腸

に
対
し
て
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
大
腸
の
中
に
は

１
０
０
種
な
い
し
１
５
０

種
類
と
言
わ
れ
る
沢
山
の

菌
が
す
み
、
そ
の
数
は

１
０
０
兆
ヶ
に
も
な
る
と
い

う
。
腸
内
の
菌
に
は
善
玉
と

悪
玉
と
が
あ
る
が
、
こ
の
う

ち
乳
酸
菌
や
腸
内
ビ
フ
ィ
ズ

ス
菌
の
よ
う
に
菌
の
バ
ラ

ン
ス
を
改
善
し
、
動
物
に
何

ら
か
の
有
益
な
働
き
を
も
た

ら
す
も
の
を
「
プ
ロ
バ
イ
オ

テ
ィ
ク
ス
」
と
い
う
。

　

一
方
プ
ロ
バ
イ
オ
テ
ィ
ク

ス
の
餌
と
な
る
も
の
を
総
称

し
て
「
プ
レ
バ
イ
オ
テ
ィ
ク

ス
」
と
い
い
、
例
え
ば
オ
リ

ゴ
糖
や
難
消
化
性
の
で
ん
ぷ

ん
で
あ
る
。

　

乳
酸
菌
や
腸
内
ビ
フ
ィ
ズ

ス
菌
は
ヒ
ト
に
対
し
て
寄
生

性
が
強
く
、
腸
の
中
で
は
口

か
ら
入
っ
た
食
物
を
横
取
り

し
て
生
き
て
い
る
。
乳
酸
菌

は
ブ
ド
ウ
糖
を
消
化
し
て
多

量
の
乳
酸
を
つ
く
り
、
ま
た

腸
内
ビ
フ
ィ
ズ
ス
菌
は
乳
酸

の
ほ
か
に
酢
酸
を
つ
く
る
。

　

腸
管
は
な
ん
と
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
ほ
ど
の
広
さ
を
も

ち
、
免
疫
細
胞
を
沢
山
も
っ

て
い
る
が
、
腸
管
微
生
物
は

免
疫
を
活
性
化
し
、
こ
れ
が

プ
ロ
バ
イ
オ
テ
ィ
ク
ス
の
重

要
な
作
用
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
乳
酸
菌
は
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
を
低
減
さ
せ
る

作
用
が
あ
り
、
発
が
ん
物
質

を
速
や
か
に
く
っ
つ
け
て
し

ま
う
性
質
も
も
っ
て
い
る
。

ビ
フ
ィ
ズ
ス
菌
は
、
便
の
な

か
に
あ
る
発
ガ
ン
物
質
を
少

な
く
す
る
と
い
わ
れ
、
さ

ら
に
牛
乳
に
含
ま
れ
る
ラ
ク

ト
ー
ス(

乳
糖)

を
分
解
し

て
、
た
く
さ
ん
の
短
鎖
脂
肪

酸
、
つ
ま
り
酢
酸
や
プ
ロ
ピ

オ
ン
酸
、
酪
酸
を
つ
く
る
。

こ
の
酪
酸
の
量
が
多
く
な
る

と
、
が
ん
細
胞
が
減
る
と
い

う
。

　

ガ
ン
の
予
防
に
つ
い
て
、

い
ろ
い
ろ
の
健
康
法
が
提
唱

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ

と
し
て
食
べ
物
が
あ
り
、
な

か
で
も
乳
酸
菌
を
含
む
ヨ
ー

グ
ル
ト
は
優
等
生
で
、
こ
れ

を
食
に
加
え
、
常
に
バ
ラ
ン

ス
の
良
い
食
事
を
と
る
こ
と

は
特
に
推
奨
さ
れ
る
。

自
家
製
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
つ
く

り
方

　

自
家
製
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
つ

く
る
た
め
に
必
要
な
こ
と

は
、
種(

た
ね)

を
ど
う
選

ぶ
か
、
ど
う
入
手
す
る
か
で

あ
る
。
市
販
の
ヨ
ー
グ
ル
ト

は
お
い
し
く
で
き
あ
が
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ー

カ
ー
に
よ
っ
て
特
定
の
乳
酸

菌
が
選
ば
れ
、
さ
ら
に
添
加

物
や
加
工
に
よ
っ
て
製
品
化

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
市
販
品
は
滅
菌
し
て

か
ら
市
場
に
出
さ
れ
る
の

で
、
こ
れ
を
種
と
し
て
使
う

こ
と
は
難
し
い
。

　

生
き
て
い
る
ヨ
ー
グ
ル
ト

菌
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
生
菌
は
細
胞
分
裂
で

ど
ん
ど
ん
数
を
増
や
し
、
代

替
わ
り
し
な
が
ら
醗
酵
を
つ

づ
け
、
乳
糖
を
え
さ
に
乳
酸

を
つ
く
り
つ
づ
け
る
。
醗
酵

温
度
は
約
40
℃
だ
が
、
10
℃

以
上
で
あ
れ
ば
菌
は
活
動
す

る
の
で
、
部
屋
の
中
に
放
っ

て
お
く
。
特
別
に
一
定
温
度

に
保
温
す
る
必
要
は
な
い
。

で
き
あ
が
る
ま
で
待
て
ば
よ

い
。

　

ヨ
ー
グ
ル
ト
を
冷
蔵
庫
に

入
れ
る
と
、
生
き
た
菌
は
休

眠
す
る
。
ま
た
乾
燥
さ
せ
る

と
生
き
た
ま
ま
粉
末
と
し
て

保
存
で
き
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索

す
る
と
、
生
き
て
い
る
ヨ
ー

グ
ル
ト
菌
を
無
料
で
配
布
し

て
い
る
グ
ル
ー
プ
を
探
す
こ

と
が
で
き
る
。
有
料
の
も
の

も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
頒
布
に

は
粉
末
が
多
く
使
わ
れ
て
い

る
が
、
生
き
た
菌
の
ヨ
ー
グ

ル
ト
そ
の
も
の
も
あ
る
。

　

種
に
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が

あ
る
が
、
自
家
製
ヨ
ー
グ
ル

ト
は
プ
レ
ー
ン
で
素
直
な
味

わ
い
を
も
つ
。
こ
れ
に
ジ
ャ

ム
な
ど
を
加
え
、
自
由
に
加

工
す
る
手
も
あ
る
。
自
在
に

楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
醗
酵
が
進
む
と

す
っ
ぱ
く
な
っ
て
し
ま
う
。

し
た
が
っ
て
そ
の
前
に
急
冷

し
て
醗
酵
を
停
止
さ
せ
な
け

特
定
非
営
利
活
動
法
人

Ｎ
Ｐ
Ｏ「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

こ
の
法
人
は
地
域
住
民
と
行

政
に
対
し
て
取
材
活
動
を
行

い
、
報
道
に
よ
っ
て
市
民
の

公
共
参
加
を
推
進
し
、
地
域

内
の
メ
デ
ィ
ア
事
業
を
行
っ

て
、
市
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
地

域
情
報
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」

は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

が
編
集
・
発
行
し
、
無
料
で

配
付
し
ま
す
。

□　

本
紙
は
暮
ら
し
や
す
い

地
域
を
創
る
た
め
に
、

市
民
の
方
々
の
取
材
を
通
し

て
皆
様
と
共
に
考
え
ま
す
。

□　

ま
た
市
民
が
行
政
と
情

報
を
共
有
す
る
こ
と
を
求
め

ま
す
。

　

＊　

＊　

＊

◇　

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン

（
意
見
／
考
え
）」
を
募
集
し

ま
す
。

℡　

０
９
０-

３
０
４
８-

５
５
０
２

編
集　

原
宛
に
ど
う
ぞ

年
度
末
恒
例
の
道
路
舗
装
工
事

は
じ
ま
る

秋
か
ら
冬
へ 

天
然
記
念
物
と

な
っ
て
い
る
平
林
寺
の
森

ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

日
本
舞
踊
の
支
度
部
屋

　
埼
玉
会
館
に
て

10
周
年
を
迎
え
た

　
　
　
水
子
貝
塚
公
園

　

水
子
貝
塚
は
昭
和
12
年
に

発
見
さ
れ
て
か
ら
、
数
回
の

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、

そ
の
結
果
縄
文
前
期
、
約

六
千
年
前
の
遺
跡
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
、
竪
穴
住
居
跡

に
捨
て
ら
れ
た
地
点
貝
塚
が

環
状
に
分
布
す
る
貴
重
な
集

落
跡
と
し
て
、
昭
和
44
年
国

指
定
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。

　

遺
跡
を
保
存
す
る
た
め
、

土
地
が
公
有
化
さ
れ
、
整
備

さ
れ
て
、
平
成
６
年
、
資
料

館
を
も
つ
公
園
と
し
て
オ
ー

プ
ン
し
た
。

　

史
跡
は
武
蔵
野
台

地
の
縁
に
広
が
り
、

地
点
貝
塚
は
60
に
も

達
し
て
い
る
。
そ
の
中
か

ら
発
掘
さ
れ
た
土
器
、
石

器
、
身
に
つ
け
た
ア
ク
セ
サ

リ
ー
、
人
骨
、
魚
や
獣
の
骨

な
ど
か
ら
、
当
時
の
生
活
が

う
か
が
わ
れ
る
。

　

水
子
貝
塚
公
園
は
、
富
士

見
市
水
子
に
あ
り
、
志
木
駅

下
車
「
下
南
畑
」「
富
士
見

高
校
」
行
の
バ
ス
で
15
分
、

ま
た
は
み
ず
ほ
台
駅
下
車
徒

歩
20
分
。

　

開
園
時
間
は
９
時
よ
り
５

時(

夏
季
は
６
時)

入
園
料

無
料
、
休
園
日
な
し
。
２
月

27
日
ま
で
資
料
館
で
記
念
展

を
開
催
（
月
曜
日
休
館
）。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
℡

０
４
９
・
２
５
１
・９
６
８
６

月
刊
「
ニ
ュ
ー
タ
イ
ム
ス
」

が
誕
生

　

志
木・朝
霞・新
座・和
光・

富
士
見
の
情
報
誌
と
し
て

　

昭
和
22
年
３
月
に
岩
下
英

隆
氏
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た

タ
ブ
ロ
イ
ド
の
月
刊
紙
「
埼

玉
タ
イ
ム
ス
」
は
、
戦
後

の
困
難
な
時
代
に
、
地
域
情

報
を
発
信
し
た
類
い
稀
な
メ

デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。

　

編
集
を
相
続
し
た
ご
子

息
、
英
和
氏
の
早
逝
に
よ
っ

て
、
残
念
な
が
ら
発
行
が
途

絶
え
て
い
た
が
、
こ
の
度
お

孫
さ
ん
の
隆
氏
が
、
新
し
い

形
で
復
刊
を
果
た
さ
れ
た
。

　

創
刊
号
は
Ａ
４
・
中
綴

じ
、
50
ペ
ー
ジ
で
、
５
０
０

円(

税
込
み)

。

　

市
民
プ
レ
ス
の
読
者
50
名

(

先
着
で
す
！)

に
、
創
刊

号
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

　

志
木
市
本
町
３-

１-

50
、

ニ
ュ
ー
タ
イ
ム
ス
社
で
お
受

け
と
り
下
さ
い
。

　

定
期
購
読
な
ど
の
お

問
い
合
わ
せ
は
、
℡

０
４
８
・
４
８
６
・６
１
３
８ 

(

平
日
10
時
〜
6
時)

、
Ｅ

メ
ー
ルnew

tim
es@
nifty.

com

で
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
っ
ぱ
い

ヨ
ー
グ
ル
ト
は
食
べ
ら
れ
な

い
か
ら
。

　

休
眠
さ
せ
た
ヨ
ー
グ
ル
ト

菌
を
少
し
残
し
て
お
け
ば
、

牛
乳
を
用
意
し
て
た
だ
ち

に
生
き
た
菌
を
活
動
さ
せ
、

ヨ
ー
グ
ル
ト
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
こ

と
は
、
使
う
牛
乳
は
「
低
温

殺
菌
」
し
て
な
い
も
の
に
限

る
。
ま
た
雑
菌
の
進
入
を
防

ぐ
こ
と
、
そ
の
た
め
ヨ
ー
グ

ル
ト
の
容
器
に
は
、
滅
菌
し

て
い
な
い
ス
プ
ー
ン
な
ど
は

入
れ
な
い
こ
と
、
触
れ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
容
器
を

移
す
こ
と
も
最
終
的
に
食
べ

る
と
き
以
外
で
は
禁
、
ヨ
ー

グ
ル
ト
を
つ
く
っ
た
容
器

の
ま
ま
種
と
し
て
保
存
し
、

こ
れ
を
小
分
け
し
な
が
ら
、

パ
ッ
ク
の
牛
乳
に
そ
の
少
量

を
注
い
で
醗
酵
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
る
。

　

以
上
の
プ
ロ
セ
ス
を
守
れ

ば
、
何
年
も
、
ま
た
何
十
年

も
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
つ
く
り

つ
づ
け
て
味
わ
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

質
問
が
あ
れ
ば
、
本
紙
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
掲
示
板

に
書
き
込
ん
で
下
さ
い
。

　

お
答
え
し
ま
す
。

写真右；集落を展望
写真左：当時の生活を想像して
　　　　つくられた展示
画像下：水子貝塚の六千年（告知広告）

ヨ
ー
グ
ル
ト
は
健
康
の
も
と


