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「
天
の
川
流
域
、
醒
井
村
の
左
岸
の
堤
塘

て

い

と

う

（
堤
防
）、
洪
水
に
缺
潰

け

っ

か

い

し
て
民
家
水
災

す

い

さ

い

を

蒙こ
う
む

る
こ
と
屡
々

る

る

（
た
び
た
び
）
あ
り
し
が
、

理り

右う

衛え

門も

ん

が
代
官
の
時
之

と

き

こ

れ

を
憂う

れ

い
、
終つ

い

に

完
全
な
る
土ど

工こ

う

（
土
木
工
事
）
を
施
し
爾じ

後ご

水
害
な
か
ら
し
め
た
り
（
以
後
水
害
が

な
く
な
っ
た
）。
里
人

さ

と

び

と

称し
ょ
う

し
て
市
岡

い

ち

お

か

堤つ
つ
み

と
い

ひ
」（『
改
訂
近
江
國
坂
田
郡
志
』）。
理
右

衛
門
と
は
、
寛か

ん

文ぶ

ん

四
年
（
一
六
六
四
）
か

ら
貞じ

ょ
う

享き
ょ
う

二
年
（
一
六
八
五
）
ま
で
の
二
一

年
間
、
本
郷
に
あ
っ
た
幕
府
代
官
所
の
代

官
を
務
め
た
市
岡

い

ち

お

か

理
右
衛
門
清き

よ

次つ

ぐ

の
こ
と

で
す
。

市
岡
氏
は
、
信
濃

し

な

の

の

国く

に

下し

も

伊
那

い

な

郡ぐ

ん

（
長
野

県
阿
智

あ

ち

村む

ら

）
の
出
自
で
、
天
正
一
六
年

（
一
五
八
八
）、
初
代
忠た

だ

吉よ

し

、
忠
次

た

だ

つ

ぐ

親
子
が

駿す

ん

府ぷ

（
静
岡
市
）
で
徳
川
家
康
に
お
目
見

え
し
て
そ
の
配
下
と
な
り
ま
す
。
江
戸
初

期
に
は
小し

ょ
う

身し

ん

の
旗
本

は

た

も

と

な
が
ら
、
幕
府
代
官
、

材
木

ざ

い

も

く

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

と
し
て
、
伊
那
郡
の
広
範
な
山

間
地
を
中
心
に
、
山
林
の
管
理
と
榑く

れ

木き

（
屋
根
材
）
の
大
量
搬
出
に
つ
と
め
る
な
ど
、

幕
府
へ
の
忠
誠
に
励
み
、
伊
那
郡
の
幕
藩

体
制
の
確
立
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。

三
代
清
次
は
、
寛
文
四
年
、
近お

う

江み

天て

ん

領り
ょ
う

支し

配は

い

を
命
ぜ
ら
れ
東
黒
田
村
本
郷
の
代
官
所

に
移
り
ま
し
た
。
理
右
衛
門
支
配
の
村
々

は
、
坂
田
郡
と
浅
井
郡
の
二
二
カ
村
に
お

よ
び
ま
す
。
し
か
し
、
貞
享
二
年
、
京
都

で
職
務
を
預
か
り
な
が
ら
遊
興
に
ふ
け
り
、

借
金
の
不
始
末
が
あ
っ
た
と
し
て
改
易

か

い

え

き

さ

れ
、
三
宅
島
に
島
流
し
と
な
り
病
死
し
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
信
濃
で
は
悪
代

官
の
汚
名
が
着
せ
ら
れ
ま
し
た
。

幕
府
直
轄
地
の
天
領
は
、
政
治
・
軍
事

上
重
要
な
地
域
に
設
定
さ
れ
、
幕
府
最
大

の
財
政
基
盤
で
す
。
例
え
ば
、
豊ほ

う

穣じ
ょ
う

な
農

業
生
産
地
帯
、
交
通
の
結
節
点
や
港
湾
、

鉱
山
、
軍
馬
の
供
給
地
、
そ
し
て
理
右
衛

門
が
差
配
し
た
、
伊
那
郡
の
よ
う
な
木
材

を
供
給
す
る
山
林
地
帯
な
ど
で
す
。
じ
つ

は
、
市
岡
理
右
衛
門
が
改
易

か

い

え

き

さ
れ
た
五
代

将
軍
徳
川
綱つ

な

吉よ

し

の
治ち

世せ

い

は
、
四
六
家
に
も

の
ぼ
る
大
名
が
改
易
、
減
封

げ

ん

ぷ

う

さ
れ
、
一
三

〇
〇
名
に
近
い
旗
本
・
幕
臣

ば

く

し

ん

が
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
で
処
罰
さ
れ
て
い
ま
す
。
伊
那
郡

で
も
、
市
岡
氏
と
同
じ
職
に
あ

っ
た
代
官
が
遠お

ん

流る

や
追
放
の
処

分
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

地
域
に
根
差
し
た
市
岡
氏
の
よ

う
な
世せ

襲し
ゅ
う

代
官

だ

い

か

ん

を
廃
止
し
、
幕

府
代
官
の
官
僚
化
と
天
領
行
政

刷
新
が
意
図
さ
れ
た
苛か

烈れ

つ

な
政

策
の
一
環
で
す
。
市
岡
理
右
衛

門
は
そ
の
流
れ
に
呑
み
こ
ま
れ

た
ひ
と
り
で
し
た
。

さ
き
の
坂
田
郡
志
は
、「
其そ

の

恩
沢

お

ん

た

く

を
喜
び
、
毎
年
一
度
理
右

衛
門
の
為
に
祭
典
を
梵
宮

ぼ

ん

ぐ

う

に
行

い
、
其
の
徳
を
謝
し
、
明
治
維

新
に
及
べ
り
。」
と
続
き
ま
す
。

醒
井
の
天
野
川
左
岸
の
大
き
く

曲
が
っ
て
い
る
個
所
に
、
現
在

で
も
市
岡
堤
が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
山
の
境
界
争
い
や

水
争
い
の
調
停
、
中
山
道
宿し

ゅ
く

駅え

き

助
郷

す

け

ご

う

の
整
備
な
ど
領
内
の
行
政

に
手
腕
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

と
く
に
、
醒
井
で
は
理
右
衛
門
は
仁
愛
深

い
人
物
で
、
醒
井
の
用よ

う

金き

ん

の
余
り
を
大
津

に
貸
し
付
け
た
利
金
が
、
い
ま
に
至
る
ま

で
五
年
ご
と
に
家
々
に
配
分
さ
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
理
右
衛
門
は
、
告
げ
口
に

よ
っ
て
無
罪
な
が
ら
流る

刑け

い

に
な
っ
た
と
さ

れ
、
没
年
も
法ほ

う

名み
ょ
う

も
わ
か
ら
な
い
の
で
、

醒
井
で
法
名
を
贈
り
、
命
日
を
正
月
二
〇

日
と
し
て
、
法
要
が
お
こ
な
わ
れ
、
安
永

五
年
（
一
七
七
六
）
か
ら
は
法ほ

う

善ぜ

ん

寺じ

、
了り

ょ
う

徳と

く

寺じ

、
源げ

ん

海か

い

寺じ

の
三
寺
が
順
番
に
行
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
了
徳
寺
に
は
理
右
衛

門
の
位
牌
が
あ
り
ま
す
。
市
岡
理
右
衛
門

は
、
米
原
の
地
で
語
り
継
が
れ
、
す
ぐ
れ

た
為い

政せ

い

者し

ゃ

と
し
て
「
本
郷
の
殿
様
」
と
よ

ば
れ
、
敬
愛
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
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悪
代
官
の
汚
名
返
上

本
郷
の
殿
様

▲今も残る「市岡堤」


