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荒
川
の
横
堤
を
行
く安

斎　

達
雄

よ
み
が
え
る
江
戸
時
代
の
治
水

秋が瀬橋と平行に横堤

朝
日
新
聞
の
記
事

平
成
十
八
年
八
月
十
三

日
（
日
曜
）
の『
朝
日
新
聞
』

の
一
面
ト
ッ
プ
記
事
を
読
ん

で
、
少
し
ば
か
り
驚
い
た
。

特
に
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
件

記
事
で
は
な
い
の
で
、
例
え

こ
の
記
事
を
読
ん
だ
と
し

て
も
、
記
憶
に
と
ど
め
る

人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た

と
思
う
。

こ
の
記
事
の
大
見
出
し

は
〈
あ
ふ
れ
さ
せ
る
治
水
〉

と
あ
り
、
さ
ら
に〈
堤
防
・

ダ
ム
だ
け
を
転
換
〉、〈
公
共

事
業
費
減
で
国
交
省 

住

宅
地
周
囲
に「
堤
」〉
の
見

出
し
が
お
ど
っ
て
い
る
。
見

出
し
に
続
く
リ
ー
ド
部
分

も
あ
げ
て
お
こ
う
。

『
国
土
交
通
省
は
、
伝
統

的
な
水
防
技
術「
輪わ
じ
ゅ
う
て
い

中
堤
」

「
二に
せ
ん
て
い

線
堤
」
を
活
用
し
、

河
川
の
水
が
あ
ふ
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
洪
水
か

ら
住
宅
を
守
る「
洪
水
の

氾は
ん
ら
ん濫

域
減
災
対
策
制
度
」

（
仮
称
）
を
来
年
度
か
ら

創
設
す
る
方
針
を
固
め
た
。

次
の
通
常
国
会
で
関
連
新

法
の
制
定
を
め
ざ
す
。

こ
れ
ま
で
国
の
治
水
政

策
は
、
あ
ら
ゆ
る
河
川
に

堤
防
を
築
き
、
上
流
に
ダ

ム
を
建
設
し
洪
水
を
封
じ

込
め
る
手
法
に
重
点
を
置

い
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て

公
共
事
業
費
が
減
り
続
け

る
中
、
記
録
的
豪
雨
が
頻

発
す
る
近
年
の
傾
向
を
踏

ま
え
、
川
が
あ
ふ
れ
て
も
住

宅
被
害
を
最
小
限
に
と
ど

め
る
新
し
い
治
水
の
仕
組

み
づ
く
り
を
本
格
化
さ
せ

る
。』つ

い
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
、「
輪
中
堤
と
二
線
堤
」

の
語
句
解
説
が
で
て
い
る
。

『
川
沿
い
の
低
地
に
あ
る

住
宅
地
や
田
畑
を
輪
の
よ

う
に
囲
っ
て
築
か
れ
た
堤
防

が
輪
中
堤
。
江
戸
時
代
に

発
達
し
た
伝
統
的
な
治
水

工
法
で
、木
曽
川
、長
良
川
、

揖い

び斐
川
下
流
の
濃
尾
平
野

に
あ
る
輪
中
が
有
名
だ
。

二
線
堤
は
、
川
沿
い
に
あ

る
本
堤
と
は
別
に
住
宅
地

側
に
造
ら
れ
た
第
二
の
堤

防
を
言
う
。堤
防
が
並
ん
で

「
二
つ
の
線
」
の
よ
う
に
見

え
る
こ
と
か
ら
名
付
け
ら

れ
た
。』

  

伝
統
的
な
治
水
法
の
見

直
し本

文
記
事
は
略
す
が
、

国
土
交
通
省
が
、
江
戸
時

代
に
も
行
わ
れ
て
い
た
伝

統
的
な
水
害
対
策
の
技
術

と
知
恵
を
、
現
代
に
生
か

そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
理

解
で
き
よ
う
。

氾
濫
の
激
し
い
木
曽
川
、

長
良
川
、
揖
斐
川
下
流
地

域
で
、
集
落
全
体
を
堤
防

で
囲
っ
て
し
ま
う
輪
中
堤
に

つ
い
て
は
、
小
中
学
校
で
も

学
習
す
る
。

身
近
に
は
、
志
木
市
の

宗
岡
総そ
う
が
こ
い
つ
つ
み

囲
堤
が
知
ら
れ
て

い
る
。
宗
岡
の
東
側
は
荒

川
堤
が
あ
り
、
西
側
に
は

新
河
岸
川
堤
が
あ
り
、
北

側
に
は
佃
つ
く
だ
づ
つ
み
堤
、
南
側
に
は

新し
ん
で
ん
ば

田
場
堤つ
つ
みが
あ
り
、
宗
岡

村
全
体
が
堤
で
囲
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
宗
岡
総
囲
堤
は

輪
中
堤
と
ま
っ
た
く
同
じ

で
あ
り
、
宗
岡
の
多
く
を

支
配
し
て
い
た
旗
本
岡
部

氏
の
家
臣
、
白
井
武
左
衛

門
が
十
七
世
紀
後
半
に
完

成
さ
せ
た
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
輪
中
堤

=

総
囲
堤

は
、
伝
統
的
な
治
水
法
で

は
あ
る
が
、
囲
い
の
中

=

集

落
の
中
に
は
水
を
入
れ
な

い
よ
う
に
す
る
の
が
基
本
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、

新
聞
で
語
ら
れ
て
い
る
二

線
堤
は
、
大
水
害
が
お
き

て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
れ
を
無

理
に
封
じ
込
め
る
の
で
は
な

く
、
あ
ふ
れ
さ
せ
る
ま
ま

に
し
な
が
ら
、
そ
の
被
害

を
出
来
る
だ
け
少
な
く
し

よ
う
と
い
う
方
法
だ
。
新

聞
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
二
線

堤
と
は
、
本
堤
か
ら
枝
分

大
工
場
が
建
て
ら
れ
る
な

ど
し
て
、
河
川
敷
は
徐
々

に
狭
め
ら
れ
て
き
た
。
も
し

上
中
流
域
の
埼
玉
県
地
域

で
大
洪
水
が
起
こ
っ
た
ら
、

東
京
地
域
は
大
被
害
に
陥

る
。
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た

の
が
、
江
戸
時
代
か
ら
部

分
的
に
使
わ
れ
て
き
た「
横

堤
」を
、計
画
的
に
導
入
し
、

活
用
す
る
こ
と
だ
。

横
堤
は
川
に
向
か
っ
て
突

き
出
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、

洪
水
を
と
め
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
し
か
し
、
水
の
流

れ
を
制
御
し
、
横
堤
か
ら

あ
ふ
れ
る
ま
ま
に
流
れ
を

緩
や
か
に
す
る
こ
と
は
出

来
る
。
洪
水
で
恐
ろ
し
い
の

は
、
洪
水
が
鉄
砲
水
と
な
っ

て
家
や
人
を
一
気
に
流
し
て

し
ま
う
こ
と
だ
。

洪
水
を
力
づ
く
で
抑
え

よ
う
と
し
て
も
、
膨
大
な

費
用
が
か
か
る
う
え
に
、

想
定
外
の
事
情
が
重
な
る

と
無
残
に
も
破
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
努
力
も
必
要
だ

が
、
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と

き
は
、
被
害
を
最
小
限
に

お
さ
え
る
努
力
も
必
要
で

は
な
い
か
。
自
然
と
闘
う
の

で
は
な
く
、
自
然
と
共
生

す
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
な
の

で
は
な
い
か
.
.
.
。
昭
和

の
は
じ
め
に「
横
堤
」
が
つ

く
ら
れ
た
の
も
、
ま
た
新
た

に
同
類
の
「
二
線
堤
」
構

想
が
う
ち
立
て
ら
れ
た
の

は
、
そ
ん
な
発
想
か
ら
と

思
わ
れ
る
。

横
堤
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
①

̶

宗
岡
第
二
号
横
堤

 

横
堤
の
数
は
二
十
五
と
も

二
十
六
と
も
言
わ
れ
て
お

り
、
わ
た
し
が
歩
い
た
と
こ

ろ
で
は
二
十
八
を
探
す
こ

と
が
出
来
た
（
た
だ
し
一
箇

所
は
取
り
払
わ
れ
て
い
た
）。

こ
の
う
ち
近
く
に
あ
る
二

箇
所
の
横
堤
を
探
訪
し
て

み
た
い
。
最
初
に
行
く
の
は

「
宗
岡
第
二
号
横
堤
」
で

あ
る
。

東
上
線
志
木
駅
か
ら
国

際
興
業
バ
ス
の「
宗
岡
循
環
」

に
乗
っ
て
バ
ス
停「
中
宗
岡

三
丁
目
」
で
降
り
る
。「
宗

岡
循
環
」
バ
ス
に
は「
宗
岡

廻
り
」
と「
宿
廻
り
」
が
あ

る
が
、
ど
ち
ら
で
も
あ
ま

り
変
わ
ら
な
い
。
バ
ス
停
そ

ば
に
は「
山
田
う
ど
ん
」
や

「
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア 

セ
イ
ム

ス
宗
岡
」
が
あ
り
、
そ
の
向

い
側
に
荒
川
の
土
手（
堤
、

本
堤
）
に
向
う
細
い
道
が

あ
る
。
そ
こ
を
進
ん
で
土

手
を
道
な
り
に
上
が
っ
て
い

く
と
、
眼
前
に
、
土
手
と

直
角
方
向
の
川
に
向
か
っ

た
堤
が
出
現
す
る
。
こ
れ
が

「
宗
岡
第
二
号
堤
」で
あ
る
。

土
手
の
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル

を
こ
し
て
い
よ
う
。 

せ
っ
か
く
だ
か
ら
横
堤
の

上
を
歩
い
て
み
よ
う
。
築

堤
当
時
の
記
録
で
は
、
長

さ
は
五
一
〇
・
五
五
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
。
横
堤
は
底
部
の

幅
が
広
く
、
上
部
で
は
幅

が
せ
ば
ま
っ
て
い
る
が
、
上

部
で
四
メ
ー
ト
ル
弱
と
い
っ

た
と
こ
ろ
か
。
先
端
ま
で

行
く
と
、
長
い
草
の
あ
い
だ

か
ら
わ
ず
か
に
荒
川
が
見

え
る
。
横
堤
は
川
ま
で
つ
づ

い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

だ
。
先
端
か
ら
川
ま
で
の

五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
は
平

地
と
な
っ
て
い
て
、
川
に
多

少
の
増
水
が
あ
っ
て
も
、
直

接
横
堤
に
水
を
か
ぶ
ら
な

い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
先

端
は
急
勾
配
だ
か
ら
、
降

り
る
と
き
は
注
意
し
た
い
。

 

か
れ
し
て
い
る
補
助
堤
の
す

べ
て
を
指
し
て
い
る
よ
う
だ

が
、
そ
の
発
想
の
原
点
の
一

つ
が
、
荒
川
流
域
に
多
く
つ

く
ら
れ
て
い
た「
横
堤
」
に

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
。

  

荒
川
に
二
十
六
を
こ
す

横
堤
が

い
き
な
り「
横
堤
」
と
書

い
て
し
ま
っ
た
が
、「
横
堤
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を

い
う
の
だ
ろ
う
か
。
実
は

志
木
市
郷
土
史
研
究
会
で

は
一
年
に
一
度
だ
け
、
文
化

の
日
に
間
に
合
う
よ
う
な

日
程
を
組
ん
で
、『
郷
土
志

木
』
と
い
う
名
の
会
報
誌

を
発
行
し
て
い
る
。
そ
の
第

三
十
四
号（
平
成
十
七
年

十
一
月
一
日
発
行
）
に

̶

だ

か
ら
三
十
四
年
の
伝
統
を

も
つ
の
だ
が

̶

「
荒
川
独
特

の
治
水
施
設

̶

横
堤
を
考

え
る

̶

」
と
い
う
表
題
の
小

稿
を
書
か
せ
て
も
ら
い
、
ま

た
、
そ
れ
に
つ
い
て
話
さ
せ

て
い
た
だ
く
機
会
も
あ
っ
た

の
で
、
記
憶
に
と
ど
め
て
い

る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
知

れ
な
い
。

普
通
の
堤（
本
堤
）
が
、

川
の
流
れ
と
並
行
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
川
の
流
れ
と

ほ
ぼ
直
角
に
、
川
に
向
か
っ

て（
堤
外
の
方
向
に
）
突
き

出
て
い
る
堤
防
が「
横
堤
」

で
あ
る（
本
堤
か
ら
見
て
川

が
流
れ
て
い
る
側
が
堤
外
で

あ
り
、
川
が
な
い
ほ
う
を
堤

内
と
い
う
。
人
が
住
む
ほ
う

が
堤
内
な
の
で
あ
る
）。

 

例
え
ば
、
志
木
市
中
宗

岡
地
区
の
荒
川
の
近
く
に

住
ん
で
い
る
方
な
ら
、「
あ

れ
が
横
堤
か
。
そ
れ
な
ら

以
前
か
ら
知
っ
て
い
る
」
と

言
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の

横
堤
は
、
た
ま
た
ま
そ
こ

に
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
当
時
の
建
設
省（
現

国
土
交
通
省
）
に
よ
っ
て
、

国
家
的
事
業
の
一
環
と
し
て

計
画
的
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
だ
。
北
吉
見
か
ら
戸
田

市
の
彩
湖
南
端
部
に
か
け

て
、
二
十
六
を
こ
す
横
堤
が

つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
何
時
の
こ
と
か
。
そ
れ

は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）

十
一
月
か
ら
始
ま
り
、
昭
和

十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
は

ほ
ぼ
完
成
し
た
の
だ
が
、
第

二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に

よ
り
中
断
を
よ
ぎ
な
く
さ

れ
、
最
終
的
に
は
戦
後
の

昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）

九
月
に
工
事
を
完
了
し
た
。

横
堤
の
歴
史
は
意
外
に
新

し
い
。

わ
た
し
が
朝
日
新
聞
の

記
事
を
読
ん
で
少
し
ば
か

り
驚
い
た
の
は
、
そ
う
し
た

個
人
的
な
こ
と
と
同
時
に
、

伝
統
的
な
技
術
と
知
恵
が

こ
の
よ
う
な
大
事
業
に
も

生
か
さ
れ
る
こ
と
へ
の
感
慨

で
あ
る
。

横
堤
は
何
の
た
め

に
.
.
.

  

荒
川
は
文
字
通
り
荒
れ

る
川
、
あ
ば
れ
川
だ
。
川

は
自
然
の
ま
ま
に
し
て
お

け
ば
必
ず
蛇
行
す
る
。
荒

川
は
そ
の
典
型
的
な
川
で
、

勝
手
気
ま
ま
な
蛇
行
を
繰

り
返
し
て
き
た
。
江
戸
時

代
中
期
か
ら
近
代
に
か
け

て
、
堤
防
を
強
化
し
て
川

の
流
れ
を
制
御
す
る
試
み

も
な
さ
れ
て
き
た
が
、
水
量

が
増
え
れ
ば
そ
う
し
た
人

間
の
努
力
を
無
視
し
て
堤

防
を
は
じ
き
と
ば
す
。
し

か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
あ
ば
れ
川
と
の
闘
い

を
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
技
術
力
の
進
歩
に
支

え
ら
れ
な
が
ら
、大
正
七
年

（
一
九
一
八
）
に
始
ま
る
改
修

工
事
に
よ
っ
て
、
荒
川
も
ほ

ぼ
真
っ
直
ぐ
に
付
け
替
え

ら
れ
た
。

し
か
し
、
治
水
の
プ
ロ
と

い
え
ど
も
、
こ
れ
で
荒
川
を

完
全
に
征
服
で
き
た
と
は

思
わ
な
か
っ
た
。
荒
川
に
大

洪
水
が
お
こ
り
、
川
が
蛇

行
を
始
め
る
こ
と
も
視
野

に
い
れ
て
、
広
大
な
河
川

敷

=

堤
外
地
は
出
来
る
だ

け
残
さ
れ
た
。
だ
が
、
下

流
の
東
京
湾
岸
地
域
で
は
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荒
川
の
第
２
号
横
堤
に

沿
っ
て「
秋
が
瀬
飛
行
場
」

が
あ
っ
た
。
操
縦
の
教
官

だ
っ
た
高
橋
さ
ん
は
、
民

間
の
飛
行
士
と
し
て
自
由

に
空
を
翔
け
、
若
者
た
ち

の
憧
れ
の
的
だ
っ
た
。

学
生
、
生
徒
に
グ
ラ
イ

ダ
ー
や
軽
飛
行
機
の
操
縦

を
教
え
、
戦
時
中
、
彼
の

も
と
で
育
っ
た
若
人
の
中

に
は
、
ア
ジ
ア
の
空
を
飛

び
、
空
に
散
っ
た
方
も
少

な
く
な
い
。

こ
の
人　
高
橋
金
三
郎
氏

最
初
に
完
成
し
た
三
つ

の
横
堤

こ
の
横
堤
は
昭
和
四
年

十
二
月
に
着
工
し
、
昭
和

六
年
一
月
三
十
一
日
に
工

事
完
了
と
な
っ
た
。
荒
川

の
横
堤
の
中
で
は
最
も
早

く
完
成
し
た
も
の
だ
。
同

時
期
に
つ
く
ら
れ
た
も
の

は
、
ほ
か
に
羽
根
倉
橋
に

つ
な
が
る
志
木
・
富
士
見

市
側
の
堤
と
し
て
現
在
も

使
わ
れ
て
い
る
「
南
畑
横

堤
」
と
、
秋
ヶ
瀬
橋
の
志

木
側
の
堤
と
し
て
か
つ
て

使
わ
れ
て
い
た
「
宗
岡
第

一
号
横
堤
」
で
あ
る
。
つ

ま
り
志
木
の
宗
岡
に
関
わ

る
三
つ
の
横
堤
が
、
最
初

に
完
成
し
た
横
堤
な
の
で

あ
る
。

い
ま
、
橋
に
つ
な
が
る

堤
を
横
堤
と
書
い
た
が
、

そ
れ
は
お
か
し
い
と
思
う

人
も
い
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

横
堤
は
橋
よ
り
ず
っ
と
早

く
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
将

来
、
橋
が
架
け
ら
れ
る
と

き
は
、
横
堤
を
橋
に
つ
な

が
る
堤
と
し
て
活
用
す
る

こ
と
は
意
識
的
に
考
え
ら

れ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
以

前
に
水
害
対
策
施
設
と
し

て
、
横
堤
が
つ
く
ら
れ
て

い
た
の
だ
。 

横
堤
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

②

̶

土
合
第
一
号
横
堤

つ
ぎ
は
秋
ヶ
瀬
橋
の
旧

浦
和
市
側
に
あ
る「
土つ
ち
あ
い合

第
一
号
横
堤
」
に
行
く
。

そ
れ
に
は
ま
ず
秋
ヶ
瀬
橋

の
志
木
側
に
た
ど
り
着
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
細

か
な
道
筋
は
知
ら
な
く

と
も
秋
ヶ
瀬
橋
は
よ
く

見
え
る
か
ら
、
迷
わ
ず
た

ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
よ

う
。
い
ま
歩
い
た「
宗
岡

第
二
号
横
堤
」
の
先
端
か

ら
下
り
て
堤
外
の
舗
装
道

路
を
歩
い
て
も
、
横
堤
か

ら
本
堤
ま
で
戻
っ
て
秋
ヶ

瀬
橋
志
木
側
方
向
に
歩

い
て
も
、
時
間
は
お
よ
そ

二
十
五
分
で
あ
る
。
の
ど

か
な
風
景
な
の
で
、
時
間

は
短
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ

し
て
秋
ヶ
瀬
橋
志
木
側
か

ら
浦
和
側
ま
で
、
さ
ら
に

歩
い
て
お
よ
そ
二
十
五
分
。

と
て
も
と
て
も
と
い
う
人

は
、
バ
ス
停「
秋
ヶ
瀬
橋
」

か
ら
一
区
間
乗
っ
て
「
さ

く
ら
草
公
園
」
で
下
り
よ

う
。下

り
た
ら
す
ぐ
近
く
の

横
断
歩
道
で
反
対
側
に
渡

る
。
そ
こ
か
ら
志
木
側
を

な
が
め
る
と
、
志
木
駅
東

口
行
き
の
バ
ス
停
を
こ
え

た
向
こ
う
の
左
手
に
一
本

だ
け
小
さ
な
木
が
生
え
て

い
て
、
そ
こ
か
ら
、
秋
ヶ

瀬
橋
を
通
る
本
道
と
は
別

の
細
い
道
が
あ
る
の
が
分

か
る
。
そ
の
小
さ
な
木
ま

で
い
っ
た
ら
、
舗
装
さ
れ

た
小
道
で
は
な
く
、
も
っ

と
も
右
手
に
あ
る
草
っ
原

の
上
を
歩
い
て
い
こ
う
。

こ
こ
は
道
で
は
な
い
よ
う

だ
が
、
し
ば
ら
く
進
む
と
、

か
つ
て
二
車
線
の
道
路
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
行
く
と
道
路
は
断

崖
ら
し
き
も
の
で
途
切
れ

る
。
こ
こ
で
、
わ
た
し
た

ち
は
自
分
が
横
堤
の
上
に

い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

右
側
に
は
横
堤
と
並
行
し

て
現
在
の
秋
ヶ
瀬
橋
が
通

る
。
横
堤
を
お
り
て
下
か

ら
み
る
と
、
そ
の
大
き
さ

が
よ
く
分
か
る
。

 

最
初
の
秋
ヶ
瀬
橋
は
明

治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）

完
成
の
木
製
仮
橋
、
二

番
目
が
昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）
完
成
の
本

格
的
な
橋
、
三
番
目
が
老

朽
化
し
た
橋
に
か
わ
る
昭

和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）

完
成
の
現
在
の
橋
で
あ

る
。
こ
の
横
堤
は
昭
和
九

年
（
一
九
三
四
）
三
月
に

完
成
し
た
が
、
こ
こ
に
橋

が
架
け
ら
れ
た
の
は
昭
和

十
三
年
か
ら
昭
和
五
十
七

年
ま
で
で
あ
る
。

横
堤
は
ま
だ
ま
だ
あ
る

が
、
横
堤
を
め
ぐ
る
小
さ

な
旅
は
一
応
終
わ
り
と
し

た
い
。

 

な
お
、
横
堤
名
に
使
わ

れ
て
い
る
土
合
と
は
、
明

治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）

に
南
本
宿
・
田
島
・
鹿し
か

手て

袋ぶ
く
ろ・
西
堀
・
関
・
与
野

領
町ま
ち

谷や

・
新し

開び
ら
き・

栄さ
か

和わ

・

道
場
・
中
島
・
山
久
保
の

十
一
か
村
が
合
併
し
た
さ

い
、「十
」
と
「
一
」
が「
合
」

わ
さ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
土

合
村
と
い
う
名
を
つ
け
た

こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
昭

和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）

に
浦
和
市
と
合
併
し
た
た

め
、
土
合
と
い
う
村
名
は

な
く
な
っ
た
。 

し
か
し
土

合
は
、
小
中
学
校
名
や
公

民
館
名
と
し
て
は
残
っ
て
い

る
。消

え
た
横
堤

荒
川
の
横
堤
が
現
在
ど

の
く
ら
い
残
っ
て
い
る
か

を
調
べ
る
た
め
歩
い
て
み

た
が
、
た
っ
た
一
つ
を
除
い

て
、
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い

る
。
い
つ
予
想
外
の
洪
水

が
お
こ
る
か
分
か
ら
な
い

以
上
、
横
堤
も
残
し
て
お

く
の
を
原
則
と
し
て
い
る

と
い
う
。
そ
の
消
え
た
た
っ

た
一
つ
の
横
堤
は
、
こ
の
土

合
第
一
号
横
堤
の
志
木
側

に
あ
っ
た
は
ず
の「
宗
岡
第

一
号
横
堤
」
で
あ
る
。
そ

の
事
情
は
文
書
の
形
で
残

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
現
在
の
秋
ヶ
瀬
橋

を
志
木
側
の
土
手
に
装
着

す
る
に
あ
た
っ
て
、
位
置

的
に
妨
げ
に
な
っ
た
た
め

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
横

堤
除
去
と
い
う
手
段
が
許

さ
れ
た
の
は
、
そ
の
と
き

す
で
に
八
百
メ
ー
ト
ル
下

流
で
は
、
横
堤
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
ほ
ど
巨
大
な

治
水
能
力
を
も
つ「
彩さ
い
こ湖
」

「
荒
川
第
一
調
節
池
」
の

計
画
・
工
事
が
始
ま
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
あ
と
、「
彩
湖
」
に

行
っ
て
み
る
の
も
よ
い
。「
彩

湖
」
は
基
本
的
に
は
治

水
施
設
だ
が
、
水
辺
の
風

景
は
自
然
が
楽
し
め
る
場

所
で
も
あ
る
。
秋
ヶ
瀬
橋

の
浦
和
側
に
、
さ
く
ら

草
が
え
が
か
れ
た
昭
和
水

門
が
み
え
る
の
で
、
そ
の

後
ろ
を
右
側
に
道
な
り
に

歩
け
ば
た
ど
り
つ
く
。「
彩

湖
」
を
含
む
公
園
内
に
も

三
つ
の
横
堤
が
残
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
う
ち
南
端
の

横
堤
は
幸さ
き
た
ま魂
大
橋
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
こ
の
横
堤

は
、
荒
川
の
す
べ
て
の
横

堤
の
最
南
端
に
位
置
し
て

い
る
。

　
　

＊　
　

＊

大
規
模
な
水
害
対
策
施

設
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ

れ
と
並
ん
で
、
資
金
的
な

負
担
の
少
な
い
伝
統
的
な

治
水
法
を
活
用
す
る
と
い

う
考
え
方
は
、
至
極
当

然
に
し
て
健
全
に
思
わ
れ

る
。
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日
本
の
木
・
・
イ
ロハ
カ
エ
デ

カ
エ
デ（
楓
）
は
カ
エ

デ
属A

ce
r 

の
木
の
総

称
。
カ
エ
デ
の
名
称
の
由

来
は
葉
が
カ
エ
ル
の
手
に

似
て
い
る
こ
と
か
ら
と
い

う
。様

々
な
樹
木
の
紅
葉
を

総
称
し
て
モ
ミ
ジ
と
も
言

う
場
合
も
あ
る
。
主
に
童

謡
な
ど
で
愛
で
ら
れ
る
も

の
は
そ
れ
で
、
赤
、
黄
、

緑
な
ど
様
々
な
色
合
い
を

持
つ
た
め
、
色
を「
錦
」

と
表
現
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
一
般
に
カ
エ

デ
と
し
て
見
か
け
る
も
の

は
、
イ
ロ
ハ
カ
エ
デ（A

ce
r

 

p
a

lm
a

tu
m

 T
h

u
n

b
. 

）

で
、
本
州
中
部
以
南
の
山

野
に
普
通
に
自
生
す
る
ほ

か
、
古
く
か
ら
栽
培
も
行

わ
れ
て
い
る
。
複
数
の
品

種
が
あ
り
、
葉
が
緑
色
か

ら
赤
に
紅
葉
す
る
も
の
、

最
初
か
ら
紫
色
に
近
い

葉
を
持
っ
た
も
の
も
あ

る
。一

般
に
高
木
に
な
る
。

落
葉
樹
が
多
い
が
、
日
本

で
は
沖
縄
に
産
す
る
ク
ス

ノ
ハ
カ
エ
デ
が
常
緑
樹
で

あ
る
。

葉
は
対
生
し
、
葉
の
形

は
掌
状
に
切
れ
込
ん
だ
も

の
が
多
い
が
、三
複
葉
（
メ

グ
ス
リ
ノ
キ
）
や
普
通
の

単
葉
の
も
の
も
あ
る
。

花
は
花
弁
が
目
立
た
な

い
、
小
さ
い
。
果
実
は
二

つ
の
種
子
が
密
着
し
た
姿

で
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
翼
が

伸
び
る
。
脱
落
す
る
と
き

は
、
翼
が
あ
る
の
で
、
風

に
乗
っ
て
く
る
く
る
回
っ

て
落
ち
る
。

サ
ト
ウ
カ
エ
デ
と
い
わ

れ
る
種
は
樹
液
が
甘
く
、

こ
れ
を
採
集
し
て
煮
詰

め
、
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
を

作
る
。
こ
の
サ
ト
ウ
カ
エ

デ
は
、
そ
の
葉
が
カ
ナ
ダ

の
国
旗
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
も
有
名
。

メ
グ
ス
リ
ノ
キ（
目
薬

木
）
は
別
名
チ
ョ
ウ
ジ
ャ

ノ
キ（
長
者
の
木
）
と

呼
ば
れ
、
苦
味
成
分
の
ロ

ド
ン
デ
ー
ル（
視
神
経
を

活
発
化
さ
せ
る
作
用
が
あ

る
）
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
。
ま
た
、
古
来
よ
り
漢

方
薬
と
し
て
使
わ
れ
、
葉

や
樹
皮
を
煎
じ
て
飲
用
し

た
り
洗
眼
薬
に
し
た
の
で

こ
の
名
が
つ
い
た
。
山
に

自
生
し
て
い
る
。

ナツカエデ　

「
ぼ
あ
か
る
む
」

第
２
回
コ
ン
サ
ー
ト

　

12
月
16
日
（
土
）

　

新
座
市
民
会
館

第
一
部 

親
子
で
楽
し
む
詩
と
音
楽  

  　

第
二
部

詩
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽

の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

「
ぼ
あ
か
る
む
」
グ
ル
ー

プ
は
、
豊
か
で
繊
細
な
音

の
響
き
を
親
子
で
楽
し

む
二
回
目
の
ク
ラ
シ
ッ

ク
・
コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画

し
た
。
こ
の
た
び
は
、
詩

人
の
谷
川
俊
太
郎
・
工
藤

直
子
、
作
家
の
斉
藤
惇

夫
を
招
き
、
ピ
ア
ノ
の
岡

田
知
子
、
地
元
在
住
の

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
、
硲

美
穂
子
と
、
同
じ
く
地

元
在
住
の
フ
ル
ー
チ
ス

ト
、
佐
々
木
真
に
よ
る
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
。
午

前
の
部
は
親
子
の
、
ま

た
午
後
の
部
は
大
人
の

た
め
の
催
し
と
な
る
。

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
。

　
　
　
＊　
＊　
＊

◇　

読
者
の「
オ
ピ
ニ
オ
ン（
意

見
／
考
え
）」を
募
集
し
ま
す
。

T
E
L

0
9
0
（
3
0
4
8
）

5
5
0
2

編
集
部　

原
宛
に
ど
う
ぞ

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ア
マ

デ
ウ
ス
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

W
olfgang A

m
adeus 

M
o
z
a
r
t

は
、
ハ
イ
ド

ン
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と

並
ぶ
ウ
ィ
ー
ン
古
典
派

の
巨
匠
。
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
に
生

れ
、
ウ
ィ
ー
ン
で
没
し
た

（
1
7
5
6
年
1
月
27
日

〜
1
7
9
1
年
12
月
5

日
）。父

レ
オ
ポ
ル
ト
は
息
子

が
天
才
で
あ
る
こ
と
を
見

出
し
、
幼
少
時
か
ら
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
に
音
楽
教
育
を

与
え
た
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

は
父
と
と
も
に
音
楽
家

と
し
て
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の

大
司
教
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス
・

コ
ロ
レ
ド
の
宮
廷
に
仕
え

た
。
一
方
で
、
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
親
子
は
何
度
も
ウ
ィ
ー

ン
、
パ
リ
、
ロ
ン
ド
ン
、
お

よ
び
イ
タ
リ
ア
各
地
に
大

旅
行
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、

神
童
の
演
奏
を
披
露
し

た
り
、
よ
り
よ
い
就
職
先

を
求
め
た
り
す
る
た
め
で

あ
っ
た
が
、
ど
こ
の
宮
廷

で
も
就
職
活
動
に
失
敗
す

る
。

1
7
8
1
年
、
25
歳
の

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
ザ
ル
ツ

ブ
ル
グ
を
出
て
、
ウ
ィ
ー

ン
に
定
住
。
フ
リ
ー
の
音

楽
家
と
し
て
、
演
奏
会
、

オ
ペ
ラ
の
作
曲
、
レ
ッ
ス

ン
、
楽
譜
の
出
版
な
ど
で

生
計
を
立
て
た
。
ウ
ィ
ー

ン
で
は
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し

て
人
気
を
誇
っ
た
。

し
か
し
晩
年
ま
で
の
数

年
間
は
収
入
が
減
り
、
借

金
を
求
め
る
手
紙
が
残
さ

れ
て
い
る
。
1
7
8
7
年

以
降
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ
2
世

か
ら「
宮
廷
作
曲
家
」
の

称
号
を
与
え
ら
れ
が
、
35

歳
の
若
さ
で
没
し
た
。
葬

式
に
参
列
す
る
者
は
一
人

も
お
ら
ず
、
さ
み
し
く

ウ
ィ
ー
ン
郊
外
の
共
同
墓

地
に
葬
ら
れ
た
。

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
作
品

の
多
く
は
、
生
計
を
立
て

る
た
め
に
注
文
を
受
け
て

書
か
れ
た
。
こ
の
時
代
に

は
、
作
曲
家
が「
自
己

表
現
の
方
法
と
し
て
音
楽

を
用
い
る
」
と
い
う
状
態

に
は
な
く
、
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
も
芸
術
家
と
い
う
よ
り

「
音
楽
の
職
人
」
だ
っ
た
。

地
域
情
報

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
生
誕
二
百
五
十
年

　和光市役所隣り　☎048-468-7771

　和光市民合唱団一昨年の公演「メサイア」のステージ

　和光市民合唱団の練習風景

問合せ：みゆずメゾン048-477-1313
問合せ：清水医院　  048-476-2111


