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●
川
を
治
め
る
に
は
、
先
ず
山
か
ら

　

明
治
二
十
九
年
の
大
洪
水
で
八
千
戸
の
家
屋
と

四
万
人
の
人
命
を
救
っ
た
人
物
と
し
て
大
垣
市
出

身
の
金
森
吉
次
郎（
か
な
も
り
き
ち
じ
ろ
う
）が
い

ま
す
。

　

彼
は
、
暴
れ
天
竜
と
呼
ば
れ
た
静
岡
県
の
天
竜

川
流
域
を
植
林
に
よ
る
治
水
対
策
で
成
功
し
た
金

原
明
善（
き
ん
ぱ
ら
め
い
ぜ
ん
）と
明
治
二
十
四
年

に
出
会
い
、
感
銘
を
受
け
、
揖
斐
川
上
流
の
根
尾

谷
の
植
林
事
業
に
尽
力
し
成
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
荒
れ
た
谷
に
は
堰
堤
を
設
置
し
安

定
さ
せ
、
は
げ
た
山
に
は
植
林
し
土
砂
流
出
を
防

止
す
る
工
事
は
時
代
を
経
て
も
治
山
治
水
の
基
本

と
言
え
ま
す
。

●
鹿
児
島
県
と
は
姉
妹
県

　

こ
う
し
た
先
人
の
功
労
で
人
命
と
財
産
が
守
ら

れ
た
歴
史
や
政
策
を
学
ぶ
た
め
、
毎
年
の
校
外
授

業
で
砂
防
遊
学
館
、
海
津
市
歴
史
市
民
俗
資
料
館
、

国
営
木
曽
三
川
公
園
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
公
園
の
近
く
に
は
宝
暦
治
水
の
平
田
靱

負
を
祭
神
と
す
る
治
水
神
社
が
あ
り
、
姉
妹
県
と

な
っ
て
い
る
鹿
児
島
県
を
想
い
参
拝
す
る
と
感
慨

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

●
木
曽
三
川
と
養
老
山
地

　

濃
尾
平
野
を
流
れ
る
木
曽
三
川（
木
曽
川
・
長

良
川
・
揖
斐
川
）は
、
平
野
の
南
西
部
へ
と
向
か

い
伊
勢
湾
へ
流
れ
込
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
プ
レ
ー
ト
運
動
の
圧
縮
力
に
よ
り
濃

尾
平
野
の
東
端
に
あ
た
る
三
河
高
原（
猿
投
山
地
）

を
押
し
上
げ
、
西
端
の
養
老
山
地
の
下
に
位
置
す

る
養
老-

伊
勢
湾
断
層
で
沈
降
す
る
た
め
、
西
に

向
か
っ
て
下
り
坂
に
な
る
た
め
で
、
今
で
も
年
間

平
均
０
・
５
㎜
ほ
ど
の
速
度
で
沈
降
し
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
古
く
か
ら
、
こ
の
地
域
は
洪
水
の
被

害
に
襲
わ
れ
、輪
中
や
水
屋
の
建
設
を
は
じ
め
様
々

な
治
山
治
水
対
策
工
事
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

●
江
戸
時
代
の
宝
暦
治
水

　

関
ケ
原
の
合
戦
で
勝
利
し
た
徳
川
家
康
は
尾
張

国
を
洪
水
か
ら
守
る
た
め「
御
囲
堤（
お
か
こ
い
つ

つ
み
）」を
築
堤
し
ま
し
た
が
、
対
岸
と
な
る
美
濃

国
側
は
三
尺（
約
１
ｍ
）低
い
堤
防
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
洪
水
に
よ
る
被
害
は
避
け

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

幕
府
は
、
宝
暦
三
年
に「
御
手
伝
い
普
請
」と
呼

ば
れ
る
方
法
で
、
遠
国
の
薩
摩
藩
に
工
事
一
切
を

負
担
す
る
と
い
う
河
川
改
修
を
命
じ
て
い
ま
す
。

　

総
奉
行
を
家
老
の
平
田
靱
負（
ひ
ら
た
ゆ
き
え
）

と
し
、
九
四
七
名
が
現
地
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

　

途
中
、
工
事
費
用
を
工
面
す
る
た
め
、
大
阪
商

人
に
借
金
ま
で
し
て
支
度
し
、
大
榑
川
洗
堰（
あ

ら
い
ぜ
き
）の
築
造
、
木
曽
川
と
揖
斐
川
を
分
流

す
る「
喰
い
違
い
堰
」の
築
堤
、
松
に
よ
る
堰
の
補

強
工
事
を
一
年
二
カ
月
の
期
間
で
四
十
万
両（
約

二
百
億
円
）と
い
う
巨
費
を
投
じ
、
八
十
四
名
の

犠
牲
を
払
っ
て
竣
工
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
大
洪
水
で
は
十
分
な
効
果
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

●
明
治
時
代
の
木
曽
川
下
流
改
修

　

明
治
六
年
、
内
務
省
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
ヨ
ハ
ネ

ス
・
デ
・
レ
ー
ケ
を
技
術
顧
問
と
し
て
招
き
、
明

治
二
十
年
か
ら
改
修
工
事
を
は
じ
め
、
二
十
四
年

間
の
歳
月
を
か
け
て
三
川
改
修
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

主
な
工
事
で
は
、
山
か
ら
の
土
砂
流
入
を
抑
止

す
る
石
積
堰
堤
の
設
置
、
川
の
曲
が
り
を
少
な
く

す
る
た
め
の
開
削
、
さ
ら
に
、
海
に
突
き
出
し
た

堤
防
で
あ
る
導
流
堤（
ど
う
り
ゅ
う
て
い
）を
築

き
、
掃
流
力
を
高
め
土
砂
を
海
へ
と
押
し
流
し
、

河
川
の
閉
塞
を
防
止
す
る
な
ど
合
理
的
な
工
事
で

水
害
に
よ
る
被
害
を
著
し
く
減
ら
す
成
果
を
上
げ

て
い
ま
す
。

揖斐川の向こうが養老山地

羽根谷の巨石堰堤（海津市）

日向松に囲まれた治水神社
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