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は
じ
め
に 

  

近
代
以
降
の
効
率
的
な
治
水
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
川
づ
く
り
を
経
て
、
今
、
川
が
本
来
持
っ
て
い

た
治
水
・
利
水
、
水
質
浄
化
、
癒
し
、
生
態
系
保
全
等
の
い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
充
足
す
る
よ
う
な
本
当
の
意
味

で
の
川
づ
く
り
、
川
の
個
性
を
生
か
し
た
川
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
川
づ
く
り
に
当
た
っ

て
は
、
現
時
点
で
の
も
の
の
見
方
だ
け
で
は
な
く
、
川
か
ら
見
た
長
い
歴
史
の
流
れ
の
中
の
「
今
」
を
と
ら
え

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
我
々
の
よ
す
が
の
一
つ
と
な
る
の
は
、
古
く
か
ら
の
和
歌
、
俳
句
等
の
文

学
・
芸
術
に
見
ら
れ
る
、
そ
の
時
代
時
代
の
切
り
口
か
ら
捉
え
ら
れ
た
川
の
姿
で
あ
る
。 

  

こ
の
よ
う
な
中
で
、
本
懇
談
会
で
は
、
川
の
姿
、
川
と
人
と
の
関
わ
り
を
、
文
学
な
ど
を
中
心
と
し
た
芸
術

の
中
で
た
ど
り
直
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
眼
目
と
し
、
時
代
毎
に
日
本
人
が
河
川
を
い
か
に
表
現
し
、
河
川

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
・
河
川
観
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
議
論
し
て
き
た
。 

  

今
後
の
河
川
の
整
備
に
お
い
て
は
、
川
づ
く
り
に
求
め
ら
れ
る
治
水
・
利
水
や
環
境
保
全
の
機
能
の
確
保
は

も
ち
ろ
ん
、
伝
統
工
法
、
舟
運
、
祭
り
な
ど
の
保
存
、
継
承
や
多
自
然
型
の
川
づ
く
り
、
水
辺
の
景
観
整
備
な



はじめに 
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ど
に
よ
っ
て
地
域
の
特
性
に
あ
っ
た
川
の
魅
力
を
引
き
出
し
、
個
性
あ
る
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
よ
う
な
取

り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
河
川
管
理
者
は
川
か
ら
見
た
流
域
全
体
の
長
い
歴
史
・
風
土
を
ひ

も
解
き
、
十
分
に
理
解
す
る
中
で
、
川
の
魅
力
や
川
の
本
来
持
っ
て
い
た
様
々
な
機
能
を
再
認
識
し
、
個
性
あ

る
河
川
整
備
に
息
長
く
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。 

  

本
報
告
を
端
緒
の
一
つ
と
し
て
、
河
川
行
政
が
地
域
と
と
も
に
歩
み
、
各
地
域
の
歴
史
・
風
土
に
一
層
根
ざ

し
た
も
の
と
な
り
、
ま
た
、
二
十
一
世
紀
の
川
が
人
と
の
関
わ
り
を
回
復
し
、
ふ
る
さ
と
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

な
が
く
住
民
の
心
に
残
る
原
風
景
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一 

背
景 

―
社
会
的
な
変
化
― 

 
ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
に
位
置
す
る
我
が
国
で
は
、
多
様
な
降
雨
形
態
や
、
急
峻
な
山
地
、
複
雑
な
地
形
・

地
質
な
ど
に
よ
り
、
多
様
性
に
富
ん
だ
河
川
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
風
土
が
育
ま
れ
て
き
た
。

川
は
風
土
の
重
要
な
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、
豊
か
な
自
然
、
人
々
の
交
流
の
場
で
あ
り
、
地
域

共
有
の
公
共
財
産
で
あ
っ
た
。 

 

一
方
、
稲
作
を
中
心
と
す
る
生
活
を
営
ん
で
き
た
我
々
日
本
人
は
、
洪
水
と
隣
り
合
わ
せ
の
土
地
（
氾
濫
原
）

に
生
活
の
場
所
と
糧
を
求
め
、
川
を
管
理
し
、
利
用
す
る
知
恵
を
長
い
歴
史
の
中
で
育
ん
で
き
た
。
ま
た
、
川

は
古
来
よ
り
重
要
な
交
通
路
で
あ
り
、
水
運
を
通
じ
て
河
川
の
上
下
流
は
ひ
と
つ
の
共
同
体
と
し
て
存
在
し
て

い
た
。
同
時
に
、
川
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
境
界
で
も
あ
り
、
し
ば
し
ば
左
右
岸
、
上
下
流
で
対
立
の
場
と
も
な

っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
我
が
国
に
お
け
る
川
と
の
深
い
関
わ
り
の
証
と
し
て
、
万
葉
集
以
来
、
川
が
文
学
作

品
に
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
、
清
め
、
弔
い
な
ど
の
信
仰
の
場
と
し
て
流
し
雛
の
よ
う
な
行
事
や
祭
り
が

各
地
で
今
日
に
い
た
る
ま
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 



一 背景 －社会的な変化－ 
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近
年
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
多
様
化
し
、
社
会
は
成
長
か
ら
成
熟
へ
と
急
速
に
転
換
し
つ

つ
あ
る
。
ゆ
と
り
や
安
ら
ぎ
、
自
然
と
の
触
れ
あ
い
を
求
め
る
社
会
の
流
れ
の
中
、
地
域
の
人
た
ち
は
身
近
な

歴
史
・
風
土
に
関
心
を
持
ち
、
川
に
ま
つ
わ
る
歴
史
や
風
土
に
愛
着
を
持
ち
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
舟
運
の

復
活
を
求
め
る
動
き
、
水
源
地
整
備
基
金
・
水
源
税
構
想
な
ど
、
流
域
の
連
携
に
向
け
た
活
動
が
始
ま
っ
て
い

る
。
ま
た
、
川
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
活
動
等
、
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
た
個
性
的
な
地
域
づ
く
り
や
川
づ

く
り
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
様
々
な
取
組
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。 

 

川
の
姿
は
地
域
の
歴
史
、
風
土
を
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
地
域
の
自
然
、
歴
史
、
風
土
等
を
大
切
に
し

つ
つ
、
共
有
の
財
産
で
あ
る
川
に
つ
い
て
、
地
域
の
人
々
自
ら
が
見
つ
め
な
お
し
、
川
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
く
必
要
性
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。  
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二 

日
本
の
文
学
等
に
見
る
河
川
の
姿 

 
 （

一
）
日
本
の
文
学
等
に
お
け
る
河
川
の
特
性 

古
代
よ
り
稲
作
を
行
っ
て
き
た
我
々
日
本
人
は
、
河
川
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
生
活
を
営
ん
で
き
て
お
り
、

こ
の
つ
な
が
り
は
、
文
学
や
絵
画
、
能
や
歌
舞
伎
な
ど
様
々
な
芸
術
に
豊
か
に
か
つ
多
彩
に
表
現
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
表
現
さ
れ
た
芸
術
は
、
地
元
だ
け
で
な
く
、
広
く
全
国
に
も
知
ら
れ
、
日
本
人
特
有
の
河
川
観

を
つ
く
り
上
げ
て
い
っ
た
。 

す
な
わ
ち
、
清
冽
な
水
、
山
紫
水
明
の
景
観
、
移
ろ
い
ゆ
く
淵
瀬
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
我
が
国
の
川
の
姿
は
、

多
く
の
文
人
や
画
人
に
表
現
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
作
品
を
通
じ
て
日
本
全
国
に
広
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

地
域
固
有
の
川
の
姿
（
名
所
、
歌
枕
な
ど
）
や
川
の
持
つ
無
常
観
な
ど
の
特
有
の
河
川
観
を
つ
く
り
上
げ
て
い

っ
た
。 

こ
れ
ほ
ど
豊
か
に
、
そ
し
て
多
彩
に
川
の
芸
術
を
有
す
る
国
民
は
、
日
本
人
を
除
い
て
世
界
的
に
そ
う
多
く

は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
川
と
い
う
も
の
が
、
我
々
日
本
人
の
記
憶
の
奥
底
に
ま
で
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
地
域
固
有
の
川
の
個
性
は
、
地
域
と
川
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
を
育
ん
で
い
っ
た
。
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例
え
ば
、
洪
水
の
常
襲
す
る
地
域
で
は
、
川
の
怒
り
を
収
め
る
た
め
の
祭
り
や
洪
水
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
言

い
伝
え
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
渇
水
の
恐
れ
の
あ
る
地
域
で
は
、
川
や
水
の
恵
み
へ
の
感
謝
を
さ
さ

げ
る
た
め
の
祭
り
や
雨
乞
い
な
ど
の
行
事
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
一
つ
の
川
・
流
域
の
歴
史
や
風
土
を
表
す
俳
句
・
和
歌
な
ど
の
文
学
や
絵
画
な
ど

の
芸
術
や
川
や
水
に
関
わ
る
民
俗
を
空
間
的
・
時
間
的
に
系
統
立
て
て
収
集
・
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
川
か

ら
見
た
歴
史
・
風
土
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
川
が
持
っ
て
い
た
個
性
・
役
割
・
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。 

 

（
二
）
代
表
的
な
文
学
等
に
見
る
河
川
の
姿 

こ
こ
で
は
、
懇
談
会
で
の
話
題
提
供
・
議
論
を
も
と
に
、
和
歌
、
俳
句
、
歌
枕
、
今
様
、
民
俗
や
伝
承
、
祭

り
や
信
仰
、
絵
画
、
映
画
、
近
代
文
学
に
表
現
さ
れ
て
き
た
川
の
姿
に
つ
い
て
、
報
告
す
る
。 

 

（
イ
）
和
歌
、
俳
句
に
み
る
川
の
姿 

清
ら
か
で
変
化
に
富
む
川
の
流
れ
、
川
で
生
活
を
営
む
人
々
の
姿
、
千
鳥
や
氷
魚
に
代
表
さ
れ
る
川
の
自
然

な
ど
、
四
季
折
々
の
川
の
風
景
は
、
古
来
、
多
く
の
文
人
に
愛
さ
れ
、
和
歌
や
俳
句
に
表
現
さ
れ
て
き
た
。 
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和
歌
は
、
古
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の
歌
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
多
く
の
川
が
、
表
現
さ
れ

て
き
た
。 

例
え
ば
、
我
が
国
最
古
の
歌
集
で
あ
る
万
葉
集
に
は
、
飛
鳥
川
を
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。 

明
日
香
川
し
が
ら
み
渡
し
塞 せ

か
ま
せ
ば
流
る
る
水
も
の
ど
に
か
あ
ら
ま
し 

年
月
も
い
ま
だ
経
な
く
に
明
日
香
川
瀬
瀬
ゆ
渡
し
し
石
橋
も
な
し 

こ
こ
か
ら
、
飛
鳥
川
が
非
常
な
急
流
で
あ
り
、
石
橋
も
頻
繁
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
様
を
想
像
す
る
に

難
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
川
の
激
し
い
流
れ
、
移
り
ゆ
く
淵
や
瀬
の
姿
は
、
月
日
の
流
れ
の
早
さ
の
比
喩
と
し

て
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
や
が
て
、
『
方
丈
記
』
の
冒
頭
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
の
世
の
移
ろ
い

や
す
さ
、
無
常
観
へ
と
つ
な
が
り
、
緩
や
か
な
流
れ
の
大
陸
で
は
育
た
な
か
っ
た
、
日
本
人
独
特
の
河
川
観
が

形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
近
代
を
代
表
す
る
歌
人
の
一
人
で
あ
る
齋
藤
茂
吉
は
、
最
上
川
に
関
す
る
多
く
の
和
歌
を
残
し
て
お

り
、
最
上
川
が
、
彼
に
と
っ
て
か
け
が
い
の
な
い
川
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

わ
が
病
や
う
や
く
癒
え
て
歩
み
こ
し
最
上
の
川
の
夕
浪
の
お
と 

な
が
ら
へ
て
あ
れ
ば
涙
の
い
づ
る
ま
で
最
上
の
川
の
春
を
を
し
ま
む 

敗
戦
の
前
後
、
病
気
と
な
り
、
故
郷
へ
疎
開
し
た
茂
吉
は
、
最
上
川
に
よ
っ
て
心
を
癒
さ
れ
、
励
ま
さ
れ
て
、
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最
上
川
を
主
題
と
す
る
歌
を
詠
み
続
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
上
川
は
、
茂
吉
に
と
っ
て
物
理
的
な
存
在

を
越
え
、
傷
心
の
彼
を
そ
の
懐
に
抱
き
、
一
段
と
大
き
く
育
ん
だ
「
母
な
る
川
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
歌
詞
（
う
た
こ
と
ば
）
や
歌
を
詠
ん
だ
場
所
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
と
し
て
、

歌
枕
が
あ
る
。
歌
枕
は
、
古
代
か
ら
人
の
行
き
来
し
た
地
域
や
、
著
名
な
歌
人
や
歌
を
詠
む
よ
う
な
貴
族
た
ち

が
通
っ
た
地
域
に
つ
い
て
多
く
残
っ
て
お
り
、
平
安
時
代
に
京
都
に
い
た
知
識
人
た
ち
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
日

本
列
島
の
地
域
ご
と
に
生
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
歌
が
、
網
羅
・
分
類
さ
れ
て
残
さ
れ
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
、
歌
枕
は
、
和
歌
に
詠
わ
れ
た
地
形
を
分
類
し
、
そ
の
地
形
が
存
在
す
る
地
名
を
特
定
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
集
め
た
、
日
本
の
国
土
の
索
引
、
一
種
の
文
化
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
な

っ
て
お
り
、
現
代
の
日
本
で
失
わ
れ
た
地
名
や
当
時
の
日
本
の
人
々
の
心
に
浮
か
ん
だ
風
景
の
索
引
と
も
い
え

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
主
な
川
は
、
平
安
朝
の
こ
ろ
に
歌
枕
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
お
り
、
『
万
葉
集
』

以
来
の
日
本
の
勅
撰
歌
集
の
中
に
出
て
き
た
よ
う
な
歌
、
そ
こ
に
詠
み
込
ま
れ
た
地
名
、
川
の
名
前
が
網
羅
さ

れ
て
、
川
の
名
前
か
ら
も
歌
が
引
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歌
枕
と
な
っ
た
川
が
、
当
時
の

人
々
に
と
っ
て
、
重
要
な
、
あ
る
い
は
、
か
か
わ
り
の
深
い
川
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
今
日
で

言
う
「
一
級
河
川
」
に
相
当
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

な
お
、
平
安
の
後
期
ぐ
ら
い
に
な
る
と
歌
学
び
の
本
が
で
き
、
歌
枕
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
、
平
安
か
ら
室
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町
に
か
け
て
は
京
の
都
人
が
実
際
に
は
出
掛
け
も
せ
ず
に
歌
に
詠
み
込
む
と
い
う
使
い
方
が
さ
れ
て
い
た
た

め
、
単
な
る
歌
枕
と
し
て
の
川
と
、
人
間
が
実
際
に
生
活
し
て
い
る
現
実
の
川
の
姿
と
の
違
い
に
は
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。 

俳
句
に
着
目
し
て
川
の
姿
を
求
め
る
と
、
芭
蕉
と
蕪
村
と
い
う
二
大
俳
人
に
出
会
う
。
彼
ら
は
伊
賀
上
野
と

毛
馬
と
い
う
生
ま
れ
た
場
所
こ
そ
違
う
が
、
奇
し
く
も
同
じ
淀
川
水
系
の
水
を
飲
ん
で
育
っ
て
お
り
、
川
に
ま

つ
わ
る
不
思
議
な
縁
を
感
じ
さ
せ
る
。
彼
ら
は
、
先
の
齋
藤
茂
吉
に
と
っ
て
の
最
上
川
ほ
ど
強
烈
で
は
な
い
も

の
の
、
そ
の
俳
句
の
中
で
自
ら
が
生
ま
れ
育
っ
た
身
近
な
川
を
母
な
る
も
の
と
見
て
、
そ
こ
に
還
っ
て
い
く
自

分
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
り
、
川
が
彼
ら
の
作
品
の
中
で
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

例
え
ば
、
伊
賀
上
野
の
木
津
川
支
川
の
服
部
川
と
い
う
小
さ
な
川
の
近
く
で
生
ま
れ
た
、
芭
蕉
の
末
期
（
時

世
の
句
の
後
に
詠
ん
だ
と
い
わ
れ
る
）
の
句
で
は
、 

清
滝
や
波
に
散
り
込
む
青
松
葉 

と
詠
ん
で
お
り
、
自
分
を
青
い
松
葉
に
重
ね
合
わ
せ
、
清
滝
川
に
散
り
込
ん
で
い
く
、
す
な
わ
ち
、
母
な
る
川

に
還
っ
て
い
く
様
を
造
形
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

ま
た
、
淀
川
下
流
の
毛
馬
で
生
ま
れ
た
蕪
村
は
、
淀
川
や
そ
の
近
く
の
風
景
を
多
く
の
句
で
読
み
込
ん
で
お

り
、 
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花
い
ば
ら
故
郷
の
道
に
似
た
る
か
な 

う
れ
ひ
つ
つ
丘
に
の
ぼ
れ
ば
花
い
ば
ら 

な
ど
と
、
「
花
い
ば
ら
」
と
母
の
面
影
を
重
ね
合
わ
せ
、
そ
し
て
、
故
郷
毛
馬
の
川
沿
い
の
道
を
思
い
や
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
俳
句
や
和
歌
を
ひ
も
解
く
と
、
『
奥
の
細
道
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
一
種
の
詩
的
地
誌
と
も
言
え

る
く
ら
い
の
現
地
の
地
形
に
関
す
る
把
握
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
松
尾
芭
蕉
が
奥
の
細
道

で
詠
ん
だ
、 

五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川 

の
「
あ
つ
め
て
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
最
上
川
の
背
景
に
あ
る
山
々
に
五
月
雨
が
降
り
注
ぎ
、
そ
れ
が
滝

に
な
り
、
谷
川
に
な
り
、
支
流
に
な
っ
て
、
最
上
川
に
合
流
す
る
こ
と
を
見
事
に
と
ら
え
、
舟
に
乗
っ
て
み
た

と
き
の
川
の
流
れ
の
実
感
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。 

ま
た
、
古
代
の
歌
人
で
あ
る
柿
本
人
麻
呂
も 

穴
師
川
川
波
立
ち
ぬ
巻
向
の
弓
月
が
岳
に
雲
ゐ
立
て
る
ら
し 

と
「
穴
師
川
の
川
波
が
高
い
か
ら
、
巻
向
山
に
き
っ
と
嵐
が
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
お
り
、

古
代
か
ら
の
俳
人
な
り
歌
人
が
、
地
理
的
な
観
念
を
持
ち
、
地
域
の
川
の
特
性
を
踏
ま
え
て
周
囲
の
山
や
川
を
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詠
っ
て
い
る
と
い
う
、
世
界
的
に
も
希
少
な
特
性
を
も
ち
、
す
で
に
流
域
単
位
の
概
念
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た

こ
と
が
伺
え
る
。 

 

（
ロ
）
今
様
に
み
る
川
の
姿 

今
様
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
初
期
ぐ
ら
い
ま
で
に
下
っ
て
三
百
年
ほ
ど
の
間
に
広
く
流
行
し
た
歌
謡
或
い

は
民
衆
歌
謡
と
い
う
も
の
で
、
現
代
で
い
え
ば
歌
謡
曲
に
相
当
す
る
。 

こ
の
今
様
に
は
、
人
と
川
と
の
関
わ
り
合
い
を
謡
っ
た
も
の
が
、
替
え
歌
も
含
め
て
非
常
に
多
く
あ
り
、
そ

こ
か
ら
当
時
の
川
が
、
人
々
の
暮
ら
し
に
い
か
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
今
様
は
淀
川
と
関
わ
り
が
深
く
、
多
く
の
今
様
が
淀
川
と
そ
の
水
系
で
謡
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
淀
川

が
大
阪
湾
あ
る
い
は
瀬
戸
内
海
と
都
を
結
ぶ
交
通
の
要
所
で
あ
り
、
多
く
の
人
が
行
き
来
し
、
そ
し
て
、
そ
れ

ら
旅
人
を
接
待
す
る
遊
女
た
ち
が
、
今
様
を
謡
っ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
後
白
河
法
皇
が
編
集
し
た
『
梁
塵
秘
抄
』
を
ひ
も
解
く
と
、 

淀
河
の
底
の
深
き
に
鮎
の
子
の 

鵜
と
い
ふ
鳥
に
背
中
食
は
れ
て
き
り
き
り
め
く 

い
と
を
し
や 

鵜
飼
は
い
と
ほ
し
や 

万
劫
年
経
る
亀
殺
し 

鵜
の
首
結
ひ 

現
世
は
か
く
て
あ
り
て
も
あ
り
ぬ
べ
し 

後
生
我
が
身
を
い
か
に
せ
ん 
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の
よ
う
に
、
鮎
や
鵜
飼
の
姿
と
遊
女
で
あ
る
自
分
の
境
涯
を
重
ね
合
わ
せ
、
嘆
く
若
い
女
性
の
姿
を
見
出
せ
る
。

ま
た
、 八

幡
へ
参
ら
ん
と
思
へ
ど
も 

賀
茂
川
桂
川
い
と
は
や
し 

あ
な
は
や
し
な 

淀
の
渡
に
船
う
け
て 

 
迎
へ
給
へ
大
菩
薩 

 

思
ふ
事
な
る
川
上
に
迹
垂
れ
て 

貴
船
は
人
を
渡
す
な
り
け
り 

の
よ
う
に
、
現
世
の
し
が
ら
み
、
彼
岸
と
此
岸
を
分
け
る
境
と
し
て
、
川
を
謡
い
こ
み
、
浄
土
に
わ
た
る
救
い

を
求
め
る
も
の
や
、 

い
づ
れ
か
法
輪
に
ま
い
る
道 

う
ち
の
通
り
の
西
の
京 

そ
れ
過
ぎ
て
や 

常
盤
林
の
あ
な
た
な
る 

 

愛
敬
流
れ
く
る
大
堰
川 

 

嵯
峨
野
の
興
宴
は 

鵜
舟
筏
師
流
紅
葉 

山
陰
響
か
す
筝
の
琴 

浄
土
の
遊
び
に
異
な
ら
ず 

の
よ
う
に
、
当
時
の
川
の
姿
や
風
俗
を
謡
い
こ
ん
だ
も
の
な
ど
、
様
々
な
今
様
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
風

景
の
中
に
当
時
の
ど
ん
な
日
本
人
が
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
今
様
に
は
、
神
（
若
宮
）
に
さ
さ
げ
る
謡
と
い
う
特
徴
も
あ
り
、
巫
女
が
今
様
を
さ
さ
げ
る
と
、
神

（
若
宮
）
も
巫
女
の
口
を
通
し
て
今
様
を
返
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
信
仰
と
川
の
か
か
わ
り
の
姿
は
、 
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大
将
立
つ
と
い
ふ
河
原
に
は 

大
将
軍
こ
そ
降
り
給
へ 

あ
づ
ち
ひ
め
ぐ
り
諸
共
に  

降
り
遊
び
給
へ
大
将
軍 

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
天
か
ら
降
り
て
く
る
神
は
、
河
原
に
降
り
立
ち
、
そ
し
て
河
原
で
遊
ぶ
」
と
信
じ
ら

れ
て
お
り
、
故
に
河
原
か
そ
の
近
く
に
神
社
（
若
宮
）
を
建
立
し
、
河
原
と
疫
病
を
鎮
め
て
も
ら
う
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
社
会
に
お
い
て
、
川
と
そ
の
周
辺
は
、
交
通
の
要
所
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
遊
興
の

場
、
信
仰
の
場
と
し
て
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
川
の
姿
、
人
と
川
と
の
関
り

は
、
当
時
の
流
行
歌
で
あ
っ
た
今
様
に
、
特
に
強
調
さ
れ
て
見
出
せ
る
。 

 

（
ハ
）
民
俗
に
み
る
川
の
姿
（「
川
の
民
」
の
記
憶
） 

少
し
前
の
日
本
に
は
、
川
を
生
活
の
場
と
す
る
「
川
の
民
」
が
各
地
に
い
た
。 

井
上
鋭
夫
の
「
山
の
民
・
川
の
民
」
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
、
か
つ
て
は
法
印
と
呼
ば
れ
る
山
伏
た
ち
に
従
っ

て
、
実
際
に
金
掘
な
ど
の
仕
事
を
し
て
い
た
「
山
の
民
」
で
あ
り
、
近
世
に
な
っ
て
、
法
印
た
ち
が
金
掘
な
ど

か
ら
撤
退
す
る
と
、
彼
ら
「
山
の
民
」
も
山
を
降
り
、
川
沿
い
に
定
住
の
地
を
求
め
て
、
そ
し
て
「
川
の
民
」

と
な
り
、
交
易
や
物
資
の
輸
送
、
塩
木
流
し
、
筏
流
し
な
ど
と
い
っ
た
生
業
に
つ
い
て
い
っ
た
も
の
と
考
察
さ
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れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
、
川
の
民
の
姿
は
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
消
え
つ
つ
あ
る

が
、
か
ろ
う
じ
て
「
聞
き
書
き
」
な
ど
の
手
法
に
よ
り
、
そ
の
姿
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。 

最
上
川
に
お
い
て
、
彼
ら
川
の
民
の
暮
ら
し
を
追
い
か
け
る
と
、
今
は

ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
っ
た
「
渡
し
場
」
「
渡
し
舟
」
に
出
会
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
ら
は
、
点
在
す
る
集
落
を
そ
の
対
岸
と
結
ぶ
と
い
う
機
能
だ

け
で
な
く
、
風
景
と
し
て
も
美
し
く
観
光
名
所
や
写
真
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
渡
し
場
に
は
、
そ
の
牧
歌
的
な
風
情

だ
け
で
な
く
、
多
く
の
場
合
、
悲
惨
な
記
憶
も
絡
ま
り
つ
い
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

ま
た
、
最
上
川
流
域
で
は
、
渡
し
舟
の
船
頭
を
「
タ
イ
シ
（
太
子
）
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
、

こ
の
地
域
の
川
の
民
た
ち
が
、
太
子
信
仰
を
携
え
て
、
物
資
の
輸
送
で
あ
る
と
か
、
交
易
、
川
漁
な
ど
を
生
業

と
す
る
人
々
が
点
々
と
存
在
し
て
い
た
、
そ
ん
な
か
す
か
な
痕
跡
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

撮影 新関昭男
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一
方
、
地
方
に
残
さ
れ
て
い
る
民
話
や
伝
承
の
中
に
も
、
川
の
民
の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

例
え
ば
、
最
上
川
流
域
に
残
さ
れ
て
い
る
『
サ
ケ
の
大
助
』
と
い
う
有
名
な
伝
承
で
は
、
サ
ケ
が
遡
上
す
る

と
き
に
は
サ
ケ
の
声
（
伝
承
で
は
「
サ
ケ
の
大
助
、
今
上
る
」
と
い
う
）
を
宴
会
な
ど
を
し
て
聞
か
な
い
よ
う

に
す
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
遡
上
し
、
産
卵
す
る
サ
ケ
に
対
し
、
遡
上
時
に
漁
を
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
水
産
資
源
を
保
護
す
る
教
え
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
川
の
民
の
姿
が
垣
間
見
え
よ
う
。 

 

（
ニ
）
祭
り
や
信
仰
に
み
る
川
の
姿 

「
今
様
に
み
る
川
の
姿
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
既
に
中
世
の
日
本
に
お
い
て
、
川
や
河
原
は
神
々
が
降
り
立

ち
、
遊
ぶ
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
遡
っ
て
、
神
話
に
つ
い
て
み
て
も
、
例
え
ば
、
天
照
大
神
が

岩
戸
に
こ
も
っ
て
、
困
っ
た
神
々
が
相
談
す
る
場
所
は
、
「
天
安
河
原
」
と
呼
ば
れ
る
河
原
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
川
や
河
原
は
古
代
か
ら
、
神
々
が
集
ま
る
神
聖
な
場
所
と
し
て
、
日
本
人
の
信
仰
の
対
象
と

な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
故
に
、
川
沿
い
に
多
く
の
神
社
（
若
宮
）
が
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

京
都
を
代
表
す
る
賀
茂
川
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
番
下
流
が
稲
荷
社
、
祇
園
社
、
そ
れ
か
ら
下
賀
茂
社
、
上

賀
茂
社
の
両
社
、
さ
ら
に
上
っ
て
、
貴
船
社
（
賀
茂
社
の
若
宮
と
言
わ
れ
る
）
と
い
う
よ
う
に
、
賀
茂
川
沿
い

に
多
く
の
神
社
が
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
京
都
は
元
々
賀
茂
川
の
西
側
が
中
心
地
で
あ
っ
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た
が
、
や
が
て
、
賀
茂
川
の
治
水
が
し
っ
か
り
な
さ
れ
て
く
る
と
、
東
側
に
新
し
い
場
が
形
成
さ
れ
、
洛
中
を

此
岸
、
そ
れ
に
対
し
、
賀
茂
川
の
東
側
を
彼
岸
と
す
る
よ
う
な
と
ら
え
方
も
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

な
お
、
川
に
関
わ
り
の
深
い
京
都
の
祭
り
は
多
く
あ
る
が
、
上
述
の
賀
茂
川
の
最
上
流
に
あ
る
貴
船
社
は
、

川
を
つ
か
さ
ど
る
龍
神
を
祀
る
社
で
も
あ
り
、「
止
雨
の
祈
り
」
や
「
祈
雨
の
祈
り
」
が
良
く
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
京
都
の
夏
の
風
物
詩
で
も
あ
る
祇
園
社
の
祭
り
（
祇
園
祭
）
に
お
い
て
も
、
元
々
は
賀
茂
川
に
わ
ざ
わ

ざ
舟
橋
を
か
け
、
彼
岸
側
の
祇
園
か
ら
此
岸
の
洛
中
へ
と
、
賀
茂
川
の
瀬
を
神
輿
が
渡
っ
て
、
そ
し
て
、
再
び

帰
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
淀
川
に
つ
い
て
も
、
下
流
の
天
神
祭
り
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宇

治
の
平
等
院
、
石
山
寺
、
比
叡
山
の
鎮
守
で
あ
る
日
吉
社
が
あ
り
、
琵
琶
湖

を
浄
土
の
海
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

一
方
、
和
歌
山
県
南
部
の
古
座
川
に
お
い
て
は
、
「
河
内
様
（
こ
う
っ
た

ま
）
」
と
呼
ば
れ
る
神
を
祀
る
変
わ
っ
た
祭
り
が
あ
る
。
こ
の
祭
り
で
は
、
漁

船
が
川
を
遡
り
、
川
の
中
央
に
あ
る
花
崗
岩
の
小
島
「
河
内
様
」
を
夜
中
に

三
回
廻
り
、
神
を
迎
え
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
河
内
様
と
い
う

神
様
に
つ
い
て
は
、
河
童
な
ど
の
諸
説
が
あ
り
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に

写真提供 高橋六二委員 
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せ
よ
、
古
座
川
と
言
う
川
に
祀
ら
れ
て
い
る
水
の
神
様
な
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
こ
の
古
座
川
の
河
口
の
海
上
に
は
、
九
龍
島
（
く
ろ
し
ま
）
と
呼
ば
れ
る
島
が
、
河
内
様
と
併
せ
て

地
域
の
信
仰
を
集
め
て
お
り
、
河
内
様
の
祭
り
の
時
に
は
、
こ
の
海
の
神
と
川
の
神
の
双
方
が
祭
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
伝
統
的
で
は
な
い
も
の
の
、
河
川
事
業
が
一
つ
の
祭
り
を
生
み
出
す
こ
と
も
あ
る
。 

例
え
ば
京
都
府
北
部
を
流
れ
る
由
良
川
で
は
、
昭
和
初
期
の
北
丹
後
地
震
で
の
災
害
復
旧
に
よ
り
、
鋼
矢
板

を
用
い
た
強
固
な
堤
防
が
築
か
れ
、
当
時
の
災
害
査
定
官
の
名
前
を
取
っ
て
岩
沢
堤
と
名
付
け
る
と
と
も
に
、

毎
年
八
月
に
は
堤
防
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
北
海
道
の
夕
張
川
に
お
い
て
も
、
治
水
事
業
に
貢
献
し
た
技
術
者
を
祭
り
、
治
水
感
謝
祭
と
い
う
祭

り
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
両
事
例
は
、
そ
の
地
域
が
苦
労
し
て
川
と
付
き
合
い
、
時
と
し
て
、
川
と
戦
っ
て
き
た
歴
史
を
物
語

る
も
の
で
あ
り
、
地
域
の
人
々
の
河
川
事
業
に
対
す
る
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
地
域
や
川
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
信
仰
や
祭
り
が
残
さ
れ
て
お
り
、
地
域
の
特
徴
や
そ
の

地
域
の
人
々
の
川
へ
の
思
い
、
そ
し
て
川
と
の
関
わ
り
の
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
ホ
）
絵
画
に
み
る
川
の
姿 

川
の
姿
を
描
い
た
絵
画
は
、
古
く
よ
り
多
く
あ
る
が
、
江
戸
期
以

前
は
様
式
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
当
時
の
川
の
姿
が
具
体
的
に
表

現
さ
れ
る
の
は
江
戸
時
代
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
江
戸
期
以
降
の
絵
画
で
川
は
、
遠
近
法
を
意
識
し
た
パ
ノ
ラ

マ
的
な
表
現
、
あ
る
い
は
、
上
流
か
ら
下
流
、
ま
た
は
、
河
口
か
ら

上
流
へ
遡
上
す
る
連
続
画
面
形
式
の
絵
画
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。 

パ
ノ
ラ
マ
的
な
絵
画
に
つ
い
て
は
、
十
八
世
紀
末
に
西
洋
か
ら
遠

近
法
が
入
っ
て
く
る
以
前
に
日
本
独
自
の
遠
近
法
で
描
か
れ
て
い
た

浮
絵
や
覗
き
眼
鏡
を
覗
い
て
風
景
を
見
る
眼
鏡
絵
が
あ
る
。 

例
え
ば
、
司
馬
江
漢
の
『
三
囲
景
図
』
は
、
日
本
最
初
の
銅
版
画

と
し
て
製
作
さ
れ
た
眼
鏡
絵
で
あ
り
、
三
囲
神
社
付
近
の
風
景
と
隅

田
川
が
描
か
れ
て
い
る
。 

一
方
、
連
続
画
面
形
式
の
も
の
と
し
て
は
、
『
隅
田
川
両
岸
一
覧
図
巻
』
と
呼
ば
れ
る
絵
巻
物
形
式
の
江
戸

名
所
絵
な
ど
が
一
七
八
一
年
（
天
明
元
年
）
に
描
か
れ
て
い
る
。 

司馬江漢「三囲景図」（写真提供：神戸市立博物館）
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ま
た
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
は
、
同
じ
よ
う
に
連
続
画
面
形
式
で
「
真

景
図
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
画
人
た
ち
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

例
え
ば
、
紀
州
熊
野
本
宮
か
ら
新
宮
ま
で
の
熊
野
川
沿
い
の
風
景
を
描
い
た
『
熊
野
舟

行
図
巻
』（
谷
文
晁
）
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。 

こ
れ
ら
真
景
図
に
お
い
て
は
、
現
在
、
使
用
さ
れ
て
い
る
地
図
の
よ
う
な
正
確
さ
、
い

わ
ゆ
る
工
学
的
、
数
理
学
的
な
正
確
さ
は
な
い
が
、
一
つ
の
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
見
え
る

景
観
を
、
実
際
上
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
、
あ
た
か
も
旅
を
す
る
か
の
ご

と
く
、
恐
ら
く
、
画
家
が
美
し
い
と
思
っ
た
も
の
や
場
所
を
こ
と
ご
と
く
取
り
込
ん
で
、

一
幅
の
絵
の
中
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
川
を
描
い
た
絵
画
の
場
合
、
川
を
遡
上
、
あ
る
い
は
、
下
降
す
る
と
い

う
「
旅
」
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間
の
移
り
変
わ
り
だ
け
で
な
く
、
時
間
の
流

れ
を
も
表
し
、
一
つ
の
物
語
を
か
も
し
出
す
役
割
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

要
因
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
陶
淵
明
の
『
桃
源
郷
』
の
よ
う
な
古
来
か
ら
の
物
語
、
叙
述

も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
か
理
想
的
な
場
所
を

求
め
る
と
い
う
物
語
の
中
に
お
い
て
、
川
が
果
た
し
て
い
た
役
割
の
大
き
さ
が
、
日
本
人

谷文晁「熊野舟行図巻」（写真提供：山形美術館） 
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の
心
の
深
い
部
分
に
残
り
、
こ
れ
が
川
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
と
き
に

何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

ま
た
、
川
は
、
生
活
と
密
着
し
た
場
所
で
あ
る
が
ゆ
え
に
様
々
な

絵
画
に
描
か
れ
、
そ
の
中
か
ら
そ
の
時
代
の
生
活
や
産
業
な
ど
を
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
江
戸
の
名
所
図
絵
が
描
か
れ
る

に
あ
た
っ
て
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
場
所
は
、
意
識
的
に
選
ば
な
く
て
も

何
ら
か
の
形
で
水
に
関
係
し
た
場
所
に
な
る
ほ
ど
に
、
江
戸
の
町
は

水
辺
、
川
と
重
要
な
関
係
に
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
が
水
辺
を
も
っ
て
絵
画
に
描
か
れ
た
幾
つ
か

の
要
因
に
は
、
物
資
の
輸
送
が
ほ
と
ん
ど
水
路
を
使
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
水
陸
交
通
の
結
節

点
と
も
言
う
べ
き
場
所
、
例
え
ば
江
戸
橋
の
広
小
路
、
両
国
広
小
路
と
い
っ
た
産
業
活
動
上
重
要
な
拠
点
で
あ

っ
た
場
所
の
周
辺
に
は
、
そ
れ
と
同
時
に
い
わ
ゆ
る
盛
り
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
芝
居
小
屋
な
ど
人
々

を
自
然
的
に
多
く
集
め
る
遊
興
の
場
所
も
水
路
を
使
っ
て
人
々
を
大
量
に
運
ぶ
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
た

こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

歌川広重「江戸名所三つの眺 両国夏の月」

（写真提供：北九州市立美術館） 
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こ
の
こ
と
は
、
浮
世
絵
に
影
響
を
及
ぼ
さ
れ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
絵
画
に
も
見
ら
れ
、
特
に
、
浮
世
絵
調
に
絵

を
描
こ
う
と
し
て
こ
だ
わ
っ
た
の
は
川
の
存
在
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。 

 

（
ヘ
）
映
画
に
み
る
川
の
姿 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
川
は
日
本
人
の
心

の
深
い
部
分
の
一
要
素
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
、
歴
史
的
な
文
学
や
絵
画
な
ど
に
と

と
ど
ま
ら
ず
、
近
代
に
作
成
さ
れ
た
映
画
に
も
色
濃
く

出
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。 

例
え
ば
、
東
京
の
低
地
を
流
れ
る
荒
川
（
放
水
路
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
（
隅
田
川
の
名
前
に
比
べ
て
）
歴

史
の
浅
い
川
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
に
多
く
の
映
画
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

昭
和
十
三
年
に
作
ら
れ
た
山
本
嘉
次
郎
監
督
の
『
綴
方
教
室
』
で
は
、
高
峰
秀
子
演
じ
る
主
人
公
の
少
女
が
、

貧
し
い
な
が
ら
も
、
荒
川
の
土
手
で
子
供
た
ち
と
遊
ん
だ
り
、
ウ
サ
ギ
の
餌
と
な
る
草
を
土
手
に
取
り
に
来
た

アンリ・リヴィエール「エッフェル塔三十六景」

（写真提供：ニューオータニ美術館） 
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り
す
る
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
シ
ー
ン
は
、
全
体
に
暗
く
な
り
が
ち
な
貧
し
い
家
庭
で
育
っ
た
少

女
の
情
景
を
明
る
く
お
お
ら
か
に
映
し
出
す
の
に
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。 

同
様
に
、
昭
和
二
十
三
年
の
小
津
安
二
郎
監
督
の
『
風
の
中
の
牝
鶏
』
で
も
、
小
津
映
画
と
し
て
は
非
常
に

暗
い
物
語
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
唯
一
、
主
人
公
を
演
じ
る
田
中
絹
代
が
小
さ
い
男
の
子
を
連
れ
て
荒

川
に
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
出
か
け
る
と
い
う
、
川
を
舞
台
と
し
た
明
る
い
シ
ー
ン
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
荒
川
が
東
京
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
、
身
近
な
娯
楽
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
昭
和
二
十
八
年

に
作
ら
れ
た
小
津
安
二
郎
監
督
の
『
東
京
物
語
』
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
映
画
で
は
、
東
山
千
栄
子
演
じ

る
、
尾
道
か
ら
東
京
に
出
て
き
た
老
婆
が
、
長
男
の
息
子
（
老
婆
に
と
っ
て
の
孫
）
と
二
人
で
、
荒
川
の
土
手

で
遊
ぶ
シ
ー
ン
が
あ
り
、
こ
こ
で
の
印
象
的
な
台
詞
と
併
せ
て
、
こ
の
映
画
の
名
場
面
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
永
井
荷
風
の
短
編
を
原
作
と
し
て
、
昭
和
三
十
年
に
作
ら
れ
た
久
松
静
児
監
督
の
『
渡
り
鳥
い
つ
帰

る
』
で
は
、
東
京
大
空
襲
の
戦
火
を
逃
れ
て
荒
川
の
土
手
に
避
難
し
て
き
た
中
年
の
男
女
が
、
終
戦
後
、
再
び

荒
川
の
土
手
で
偶
然
出
会
い
、
恋
が
生
れ
る
と
い
っ
た
物
語
で
あ
り
、
能
で
の
川
で
の
取
扱
い
と
同
様
、
「
出

会
い
の
場
所
」
と
し
て
川
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
昭
和
三
十
年
頃
の
荒
川
の
風
景
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
荒
川
だ
け
に
つ
い
て
み
て
も
多
く
の
映
画
の
中
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
川
を
憩

い
の
場
と
し
て
生
き
る
人
々
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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ま
た
、
最
近
話
題
の
宮
崎
駿
監
督
の
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
川
で
は
な
い
も
の

の
、
物
語
の
全
体
に
川
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
汚
さ
れ
た
川
が
湯
屋
で
綺
麗
に
な
る
、

あ
る
い
は
、
埋
め
ら
れ
て
失
わ
れ
た
川
の
化
身
で
あ
る
龍
が
準
主
役
と
し
て
出
て
く
る
な
ど
、
川
と
人
と
の
つ

な
が
り
を
テ
ー
マ
と
し
て
映
画
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
川
は
、
多
く
の
映
画
監
督
た
ち
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
映
画
の
中
で
描
か
れ
て
き
て
お
り
、

当
時
の
風
景
を
残
す
貴
重
な
映
像
資
料
と
し
て
、
ま
た
、
風
景
と
し
て
の
川
の
美
し
さ
を
発
見
す
る
も
の
と
し

て
、
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。 
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（
ト
）
近
代
文
学
に
み
る
川
の
姿 

近
代
文
学
に
も
川
を
モ
チ
ー
フ
や
舞
台
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
が
数
多
く
あ
る
。 

例
え
ば
、
永
井
荷
風
が
隅
田
川
を
舞
台
と
し
た
『
す
み
だ
川
』
、
多
摩
川
を
舞
台
と
し
た
室
生
犀
星
の
『
あ

に
い
も
う
と
』
、
利
根
川
を
題
材
と
し
た
田
山
花
袋
の
『
田
舎
教
師
』
、
千
曲
川
の
風
景
を
つ
づ
っ
た
島
崎
藤
村

の
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
、
北
上
川
で
の
思
い
出
を
つ
づ
っ
た
宮
沢
賢
治
の
『
イ
ギ
リ
ス
海
岸
』
、
藤
沢
周
平

の
『
蝉
し
ぐ
れ
』
や
芥
川
龍
之
介
の
『
大
川
の
水
』
『
本
所
両
国
』
等
も
川
を
描
い
た
近
代
文
学
と
言
え
る
だ

ろ
う
。 

で
は
、
近
代
文
学
の
作
家
た
ち
は
、
い
か
に
川
を
捉
え
、
表
現
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
『
す

み
だ
川
』
を
著
し
た
永
井
荷
風
は
、
『
断
腸
亭
日
乗
』
に
よ
る
と
、
昭
和
七
年
か
ら
昭
和
八
年
に
か
け
て
、
頻

繁
に
隅
田
川
沿
い
を
歩
い
て
い
る
の
だ
が
、
沿
川
の
市
街
化
が
進
む
と
嫌
に
な
っ
て
、
今
度
は
、
さ
ら
に
東
の

荒
川
（
荒
川
放
水
路
）
ま
で
足
を
伸
ば
す
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
荒
川
の
そ
の
荒
涼
た
る
、
茫
漠
た
る

風
景
（
こ
の
当
時
荒
川
下
流
域
は
放
水
路
完
成
後
十
五
年
程
度
し
か
経
て
い
な
い
）
に
癒
さ
れ
、
三
日
に
一
回

く
ら
い
の
頻
度
で
荒
川
を
訪
れ
、
『
濹
東
綺
譚
』
と
い
う
名
作
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
川
と
文
学
の
関
わ
り
を
み
た
場
合
、
例
え
ば
、
国
木
田
独
歩
が
誰
も
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
武

蔵
野
の
雑
木
林
を
見
て
美
し
さ
を
見
出
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
人
た
ち
が
、
そ
の
川
の
風
景
の
美
し
さ
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（
万
人
が
み
て
美
し
い
と
感
じ
る
物
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
）
を
発
見
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ま

た
、
併
せ
て
人
と
川
と
の
強
い
つ
な
が
り
、
係
わ
り
合
い
の
姿
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。 
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三 

歴
史
・
風
土
に
根
ざ
し
た
川
を
目
指
し
て 

 
（
一
）
今
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と 

 
―
地
域
の
特
性
に
合
っ
た
川
の
魅
力
を
引
き
出
し
、
個
性
あ
る
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
― 

平
成
九
年
の
河
川
法
改
正
に
よ
り
、
河
川
行
政
の
目
的
は
治
水
、
利
水
に
加
え
、
環
境
へ
と
広
が
り
、
生
態

系
保
全
や
河
川
利
用
に
向
け
た
整
備
が
一
段
と
重
要
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
未
だ
川
を
上
流
か
ら
下
流
に
至
る

流
域
全
体
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
不
十
分
で
あ
り
、
生
態
系
、
景
観
等
を
包
括
し
、
歴
史
・
風
土
と
い
う
地
域

や
人
と
の
つ
な
が
り
を
含
め
た
包
括
的
な
河
川
環
境
の
整
備
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時

に
、
今
後
の
河
川
の
整
備
に
お
い
て
は
、
個
性
あ
る
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
地

域
の
特
性
に
合
っ
た
川
の
魅
力
を
引
き
出
す
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
川
と
地
域
の
歴
史
・

風
土
を
十
分
に
理
解
し
、
川
の
個
性
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
河
川
整
備
を
計
画
・
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

一
般
に
、
日
常
か
ら
川
と
接
す
る
こ
と
の
多
い
地
域
住
民
は
、
土
地
勘
や
特
定
の
場
所
に
関
す
る
現
況
や
変

遷
な
ど
の
豊
富
な
知
識
お
よ
び
地
域
固
有
の
自
然
、
歴
史
、
風
土
等
に
関
す
る
豊
富
な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ

と
が
多
く
、
ま
た
、
市
民
団
体
は
活
動
地
域
の
細
や
か
な
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
そ
の
活
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動
に
地
域
の
他
の
人
々
も
参
加
し
や
す
い
と
い
う
柔
軟
性
を
有
し
て
い
る
。
一
方
、
河
川
管
理
者
は
、
河
川
整

備
の
計
画
手
法
や
工
学
的
判
断
な
ど
に
つ
い
て
は
精
通
し
て
い
る
も
の
の
、
地
域
固
有
の
歴
史
・
風
土
に
関
す

る
知
識
は
限
ら
れ
て
お
り
、
全
国
で
同
様
な
河
川
整
備
を
実
施
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。 

す
な
わ
ち
、
地
域
の
特
性
を
十
分
に
理
解
し
、
川
の
個
性
に
応
じ
た
河
川
整
備
を
計
画
・
実
施
す
る
た
め
に

は
、
川
と
日
常
か
ら
接
し
て
い
る
地
域
住
民
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
市
民
団
体
等
と
連
携
し
て
、
地
域
の
歴
史
・
風
土
と

川
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
情
報
を
共
有
し
、
こ
れ
を
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
今
後
の
河
川
整
備
に
お
い
て
は
、
地
域
住
民
と
接
す
る
機
会
を
積
極
的
に
も
う
け
て
い
く
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
地
域
と
川
の
歴
史
や
風
土
に
つ
い
て
十
分
に
調
査
を
行
い
、
こ
の
情
報
を
地
域
住
民

と
共
有
す
る
と
と
も
に
、
協
働
を
強
化
・
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
、
川
の
魅
力
を
引
き
出
し
、
個
性
あ
る
地
域

づ
く
り
や
川
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

（
二
）
歴
史
・
風
土
に
根
ざ
し
た
川
づ
く
り
の
た
め
の
「
よ
す
が
」 

こ
こ
で
は
、
本
懇
談
会
で
の
議
論
を
も
と
に
、
川
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
の
基
本
と
な
る
考
え
方
、
調
査
段
階
、

計
画
段
階
に
お
け
る
「
よ
す
が
」
に
つ
い
て
整
理
す
る
。 
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【
基
本
的
考
え
方
】 

川
は
、
我
々
日
本
人
に
と
っ
て
記
憶
の
奥
底
に
ま
で
入
っ
て
い
る
要
素
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
川
に
ま
つ
わ

る
歴
史
・
風
土
は
、
い
か
な
る
河
川
に
お
い
て
も
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
地
域
の
特
色
や
時
代

的
、
社
会
的
背
景
、
各
河
川
の
個
性
を
踏
ま
え
て
は
ぐ
く
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
川
で
固
有
の
も
の
と
い

え
る
。 

し
た
が
っ
て
、
河
川
管
理
者
は
、
工
学
的
、
生
態
学
的
な
知
見
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
川
の
歴
史
・
風
土
を

十
分
に
調
査
・
把
握
し
、
画
一
的
で
な
い
、
個
性
あ
る
河
川
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。 

 

【
調
査
段
階
に
お
け
る｢

よ
す
が｣
】 

・ 

和
歌
・
祭
り
に
つ
い
て
は
、
本
懇
談
会
を
受
け
、
既
往
文
献
な
ど
を
も
と
に
全
国
的
な
整
理
を
実
施
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
初
期
の
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
河
川
に
お
い
て
は
、
自
治

体
史
な
ど
を
利
用
し
た
地
元
で
の
調
査
結
果
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
情
報
を
補
完
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
和
歌
・
俳
句
、
祭
り
の
全
国
分
布
参
照
） 

・ 

川
の
歴
史
・
風
土
は
、
そ
の
地
域
の
社
会
的
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
推
移
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
た
め
、
空
間
的
な
整
理
に
留
ま
ら
ず
、
時
間
的
な
整
理
も
行
い
、
歴
史
・
風
土
が
形
成
さ
れ
た
背
景
に
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つ
い
て
十
分
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
和
歌
に
つ
い
て
は
、
詠
ま
れ
た
時
代
と
歌
集

に
収
録
さ
れ
た
時
代
に
差
の
あ
る
場
合
も
あ
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
和
歌
に
み
る
最
上
川
の
変
遷
参

照
） 

・ 

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
既
往
文
献
調
査
や
有
識
者
か
ら
の
指
導
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
地
元
に
密
着
し
た

人
々
（
地
域
の
古
老
な
ど
）
か
ら
の
「
聞
き
書
き
」
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
。 

・ 

和
歌
・
俳
句
や
歌
枕
、
今
様
、
絵
画
な
ど
に
つ
い
て
は
、
舟
運
や
交
通
な
ど
と
も
か
か
わ
り
が
深
い
。
こ

の
た
め
、
歴
史
的
な
街
道
や
宿
場
、
河
岸
や
船
着
場
な
ど
に
つ
い
て
も
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
理
解
を
助

け
る
。 

・ 

歌
枕
は
、
日
本
の
国
土
の
索
引
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
有
効
で
あ
り
、
こ
れ
を
手
が
か
り
に
地
域
の
歴

史
・
風
土
を
調
査
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
歌
枕
は
、
当
時
の
政
治
体
制
と
の
関
わ
り
も
大

き
く
、
ほ
と
ん
ど
歌
枕
の
存
在
し
な
い
地
域
も
あ
る
。 

・ 

祭
り
や
年
中
行
事
、
信
仰
に
つ
い
て
は
、
地
域
と
川
と
の
関
わ
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
長
年

洪
水
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
地
域
に
は
、
荒
れ
る
川
を
宥
め
る
た
め
の
祭
り
が
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、

渇
水
の
地
域
に
は
、
雨
を
乞
う
祭
り
や
水
の
恵
み
に
感
謝
す
る
祭
り
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
強

い
。
た
だ
し
、
か
つ
て
の
川
は
、
氾
濫
原
の
中
を
あ
る
程
度
自
由
に
移
動
し
て
お
り
、
現
在
の
河
道
の
み
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か
ら
で
は
理
解
し
き
れ
な
い
こ
と
も
多
い
。 

 
【
計
画
段
階
に
お
け
る
「
よ
す
が
」
】 

・ 

川
だ
け
を
美
し
く
し
て
も
何
ら
意
味
を
持
た
な
い
。
道
路
や
あ
る
い
は
ま
ち
づ
く
り
と
一
体
と
な
っ
て
、

地
域
の
歴
史
・
風
土
に
根
ざ
し
た
川
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
は
、
関
係
機

関
や
地
元
住
民
、
市
民
団
体
な
ど
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
。 

・ 

歴
史
・
風
土
に
配
慮
し
た
川
の
整
備
計
画
を
策
定
す
る
に
は
、
そ
の
川
の
流
域
に
お
け
る
地
位
、
地
域
に

お
け
る
地
位
、
日
本
に
お
け
る
地
位
、
世
界
に
お
け
る
地
位
に
つ
い
て
、
ス
ケ
ー
ル
を
変
え
て
十
分
理
解

し
、
こ
れ
を
念
頭
に
計
画
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
。 

・ 

こ
の
た
め
に
は
、
そ
の
川
の
役
割
を
十
分
に
知
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
有
識
者
の
意
見
を
良
く
聞

き
、
計
画
に
活
か
す
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
十
分
な
意
見
聴
取
と
計
画
策
定
期
間
が
必
要
で
あ
る
。 

 （
三
）
歴
史
・
風
土
に
根
ざ
し
た
川
を
目
指
し
て 

地
域
の
歴
史
・
風
土
に
根
ざ
し
た
川
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
「
よ
す
が
」
を
手
が
か
り
に
、
流
域

単
位
で
川
の
歴
史
、
風
土
や
文
学
、
文
化
な
ど
を
十
分
調
査
研
究
し
、
空
間
的
、
時
系
列
的
に
整
理
す
る
こ
と
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が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
様
々
な
分
野
の
知
見
を
集
め
た
共
同
研
究
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
将
来
的
に
他
分
野
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
く
加
筆
が
可
能
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ

る
。 な

お
、
こ
の
よ
う
に
川
に
関
わ
る
様
々
な
歴
史
・
風
土
が
育
ま
れ
て
い
る
の
は
、
我
が
国
固
有
の
特
性
と
考

え
ら
れ
、
我
が
国
の
文
化
を
諸
外
国
に
理
解
し
て
も
ら
う
の
に
格
好
の
材
料
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
に
、
歴
史
・
文
化
の
視
点
か
ら
川
や
流
域
、
人
と
川
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
世
界
で
発
生
し
て
い

る
水
問
題
を
捉
え
る
一
つ
の
視
点
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
複
数
言
語
で
の
資
料
の
作
成
を
心
が
け
、
世
界
に

向
け
て
発
信
す
る
こ
と
も
望
ま
れ
る
。  
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600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

大和時代 奈良時代 平安時代 鎌倉時代 室町時代 江戸時代 近・現代

飛
鳥
京

藤
原
京

平
城
京

平　　安　　京 鎌倉幕府 室　町　幕　府

安
土
桃
山

江戸幕府 東京大和朝廷

古
今
和
歌
集

後
撰
和
歌
集

拾
遺
和
歌
集

後
拾
遺
和
歌
集

金
葉
和
歌
集

詞
花
和
歌
集

千
載
和
歌
集

山
家
集

新
古
今
和
歌
集

金
槐
和
歌
集

新
勅
撰
和
歌
集

風
葉
和
歌
集

玉
葉
和
歌
集

風
雅
和
歌
集

お
く
の
ほ
そ
道

笈
の
小
文

お
ら
が
春

万葉集（白鳳～天平）

歌
集
・
句
集

拾
遺
愚
草

最  

　
上  

　
川  

　
の  

　
歌  

　
・  

　
句

捨
玉
集

武
玉
川

柳
多
留
捨
遺(

後
期
）

続
後
撰
和
歌
集

続
古
今
和
歌
集

続
拾
遺
和
歌
集

新
後
撰
和
歌
集

続
千
載
和
歌
集

続
後
拾
遺
和
歌
集

新
千
載
和
歌
集

新
拾
遺
和
歌
集

新
後
拾
遺
和
歌
集

新
続
古
今
和
歌
集

和　　　歌　　　に　　　み　　　る　　　最　　　上　　　川　　　の　　　変　　　遷

も
が
み
川
　
深
き
に
も
あ
へ
ず
　
い
な
舟
の
心
か
る
く
も
返
る
な
る
か
な
（
藤
原
定
方
）

最
上
河
　
の
ぼ
れ
ば
く
だ
る
　
い
な
舟
の
　
い
な
に
は
あ
ら
ず
　
こ
の
月
ば
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（よ
み
び
と
知
ら
ず
）

も
が
み
が
は
　
瀬
々
の
岩
か
ど
　
わ
き
か
へ
り
　
思
ふ
こ
ゝ
ろ
は
　
お
ほ
か
れ
ど
　
行
く
方
も
な
く
　

せ
か
れ
つ
ゝ
　
底
の
み
く
づ
と
　
な
る
こ
と
は
　
藻
に
す
む
蟲
の
　
わ
れ
か
ら
と
　
思
ひ
し
ら
ず
は

（源
俊
頼
）

最
上
川
い
な
と
こ
た
へ
て
　
い
な
舟
の
　
し
ば
し
ば
か
り
は
　
心
を
も
見
ん 

（後
鳥
羽
院
下
野
）

最
上
河
　
の
ぼ
り
も
や
ら
ぬ
　
い
な
舟
の
　
逢
瀬
す
ぐ
べ
き
　
程
ぞ
久
し
き
（
道
因
法
師
）

「稲舟」を「否（いな）」と掛けて用いたり、
そのものを詠いこんでいる

急流（早さや濁り）・舟運・雄大な景観
を詠み込んでいる

も
か
み
河
　
人
の
こ
ゝ
ろ
の
　
い
な
舟
も
　
し
ば
し
ば
か
り
と
　
き
か
ば
頼
ま
ん
（
藤
原
有
家
）

本合海地区の位置と
　　　　最上川うたのみち

かつての船着場　昭和8年頃

復元された船着場

最上川うたのみち

←　芭蕉像

←　芭蕉句碑
五月雨を　あつめて早し　
　　　　　　　　　最上川

齋藤茂吉歌碑　→
最上川　いまだ濁りて　ながれたり　

本合海に　舟帆をあげつ

金子兜太、皆子夫妻句碑　→

活
　
　
用
　
　
事
　
　
例

旅
人
や
　
秋
立
つ
船
の
　
最
上
川
（
正
岡
子
規
）

旅
の
秋
　
立
つ
や
最
上
の
　
船
の
中
（
正
岡
子
規
）

ず
ん
ず
ん
と
　
夏
を
流
す
や
　
最
上
川
（正
岡
子
規
）

お
し
く
だ
る
　
最
上
川
の
川
は
あ
け
ぼ
の
の
　
水
の
漲
り
響
き
も
た
た
ず
（鹿
児
島
寿
蔵
）

最
上
川
ぞ
ひ
に
ひ
た
す
ら
く
だ
り
来
て
　
羽
黒
の
空
の
　
夕
焼
け
を
見
つ
（
折
口
信
夫
）

最
上
川
を
　
中
に
は
さ
め
る
此
岸
も
　
彼
の
岸
も
雪
し
づ
か
に
て
白
し
（佐
藤
佐
太
郎
）

新
葉
和
歌
集

最
上
川
　
い
ま
だ
濁
り
て
　
な
が
れ
た
り
　
本
合
海
に
　
舟
帆
を
あ
げ
つ
　
（
齋
藤
茂
吉
）

最
上
川
　
逆
白
波
の
　
た
つ
ま
で
に
　
ふ
ぶ
く
ゆ
ふ
べ
と
　
な
り
に
け
る
か
も
　
（
齋
藤
茂
吉
）

最
上
川
の
　
上
空
に
し
て
　
の
こ
れ
る
は
　
未
だ
う
つ
く
し
き
　
虹
の
断
片
　
（齋
藤
茂
吉
）

最
上
川
　
流
れ
さ
や
け
み
　
時
の
間
も
　
滞
る
こ
と
　
な
か
り
け
る
か
も
　
（齋
藤
茂
吉
）

最
上
川
　
流
る
る
く
に
に
　
す
ぐ
れ
人
　
あ
ま
た
居
れ
ど
も
　
こ
の
君
我
は
　
（
齋
藤
茂
吉
）

最
上
川
　
岸
の
山
群
　
む
き
む
き
に
　
雲
篭
る
な
か
を
　
濁
り
流
る
る
（
若
山
牧
水
）

大
最
上
　
海
に
ひ
ら
く
る
と
こ
ろ
に
は
　
風
も
い
み
じ
く
　
吹
き
ど
よ
み
居
り
（
若
山
牧
水
）

も
が
み
川
　
あ
ふ
せ
ぞ
し
ら
ぬ
い
な
船
の
　
さ
す
が
い
な
と
は
　
い
ひ
も
は
な
た
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（本
居
宣
長
）

毛
見
の
衆
の
　
舟
さ
し
下
せ
　
最
上
川
（
与
謝
蕪
村
）

新
米
の
　
坂
田
は
早
し
　
も
が
み
河
（与
謝
蕪
村
）

五
月
雨
を
　
あ
つ
め
て
早
し
　
最
上
川
（
松
尾
芭
蕉
）

暑
き
日
を
　
海
に
い
れ
た
り
　
最
上
川
（
松
尾
芭
蕉
）

広
き
野
を
　
な
が
れ
ゆ
け
ど
も
　
最
上
川
　
う
み
に
入
る
ま
で
　
に
ご
ら
ざ
り
け
り

　
　                                                                         

（昭
和
天
皇
）

最
上
河
　
人
を
く
だ
せ
は
　
い
な
舟
の
　
か
へ
り
て
し
づ
む
　
物
と
こ
そ
き
け
（寂
然
法
師
）

最
上
川
綱
手
ひ
く
ら
ん
　
い
な
舟
の
　
し
ば
し
が
ほ
ど
は
　
い
か
り
お
ろ
さ
む
（
西
行
）

つ
よ
く
ひ
く
　
綱
手
と
見
せ
よ
　
最
上
川
　
そ
の
い
な
舟
の
　
い
か
り
を
さ
め
て
（西
行
）

い
な
舟
も
　
と
ま
引
き
お
ほ
へ
　
最
上
河
　
し
は
し
ば
か
り
の
　
時
雨
な
り
と
も
（藤
原
基
家
）

い
な
舟
も
　
の
ぼ
り
か
ね
た
る
　
最
上
河
　
し
は
し
ば
か
り
と
　
い
つ
を
待
け
ん
（藤
原
嗣
房
）

最
上
河
　
み
か
さ
ま
さ
り
て
　
五
月
雨
の
　
し
は
し
ば
か
り
も
　
は
れ
ぬ
空
か
な
（
藤
原
家
實
）

最
上
河
　
瀬
々
に
せ
か
る
ゝ
　
い
な
舟
の
　
し
ば
し
ぞ
と
だ
に
　
思
は
ま
し
か
ば
（
藤
原
俊
成
）

最
上
川
　
し
ば
し
と
た
の
む
　
契
だ
に
　
猶
い
な
舟
の
　
と
ほ
ざ
か
り
つ
ゝ
（
鴨
祐
夏
）

い
と
ゞ
し
く
　
頼
ま
る
ゝ
か
な
　
最
上
川
　
し
ば
し
ば
か
り
の
　
い
な
と
み
つ
れ
は
（
藤
原
相
如
）

※

※　和歌や俳句については、詠まれた時代と歌集・句集に収録された時代に差のある場合があり、本年表では和歌や俳句が詠まれた時代に着目して整理した

本合海大橋

郭公の　声降りやまぬ　地蔵渦　
ひぐらしの　網かぶりたり　八向楯　
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資
料 

 
歴
史
・
風
土
に
根
ざ
し
た
郷
土
の
川
懇
談
会 

―
日
本
文
学
に
見
る
河
川
― 

委
員
名
簿 

委
員
長 

 
 
 
 

京
都
造
形
芸
術
大
学
学
長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芳
賀

は

が 

徹
と
お
る 

委
員 

 
 
 
 
 

東
北
芸
術
工
科
大
学
教
授 

 
 
 
 
 
 
 
 

赤
坂

あ
か
さ
か 

憲
雄

の

り

お 

 
 
 
 
 
 
 
 

学
習
院
女
子
大
学
助
教
授 

 
 
 
 
 
 
 
 

今
橋

い
ま
は
し 

理
子

り

こ 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
三
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
事
務
局
長 

 
 
 

尾
田

お

だ 

栄 ひ
で

章あ
き 

 
 
 
 
 
 
 
 

評
論
家
・
翻
訳
家 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川 か
わ

本も
と 

三 さ
ぶ

郎ろ
う 

 
 
 
 
 
 
 
 

白
百
合
女
子
大
学
教
授 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

久
保
田

く

ぼ

た 

淳
じ
ゅ
ん 
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東
京
大
学
大
学
院
教
授 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
味

ご

み 

文
彦

ふ
み
ひ
こ 

 
 
 
 
 
 
 
 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授 

 
 
 
 

千
田

せ

ん

だ 
 

稔
み
の
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

跡
見
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
教
授 

 
 
 

高
橋

た
か
は
し 

六
二

ろ

く

じ 

 
 
 
 
 
 
 
 

佛
教
大
学
教
授 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坪
内

つ
ぼ
う
ち 

稔 と
し

典の
り 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

京
都
大
学
大
学
院
教
授 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

樋
口

ひ

ぐ

ち 

忠
彦

た
だ
ひ
こ 

 
 
 
 
 
 
 
 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
授 

 
 
 

光
田

み

つ

だ 

和
伸

か
ず
の
ぶ 

 
 
 
 
 
 
 
 

関
東
学
院
大
学
教
授 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
村

み
や
む
ら 

 

忠
た
だ
し 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
五
十
音
順
、
敬
称
略
） 
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