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報
常
陸
国
桜
川
中
・
下
流
域
の
条
呈

野

は
じ
め
に

村

JE葉

子

関
東
地
方
の
条
皇
制
に
関
し
て
は
、
芦
田
伊
人
(1)
・
三
友
国
五
郎
主
・
箆
瀬

良
明
王
・
深
呑
正
秋
王
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。
そ
し
て
、
欠
点
型
分
布
図
は
ご
一
友

に
よ
っ
て
一
応
老
成
さ
れ
た
感
が
あ
る
が
、
比
較
的
小
規
模
な
条
呈
に
つ
い
て

は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
函
が
あ
る
主
。
こ
こ
で
は
、
桜
川
中
・

下
流
域
に
お
け
る
条
里
の
分
布
範
閲
の
確
定
と
成
立
条
件
!
と
り
わ
け
水
利
と

の
関
連
!
の
解
明
を
中
心
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

条
里
の
分
布

久
木
里
遺
構
の
検
出
は

二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
(
治
時
藤

沢
・
上
郷
・
筑
波
)
お
よ
び
空
中
写
真
で
お
よ
そ
の
範
囲
を
矯

出
し

五
千
分
の
一
地
形
図
(
「
茨
城
県
県
西
地
域

そ
の
後
、

平
面
図
ー
一
関
東
農
政
一
局
利
根
川
水
系
農
業
水
利
調
査
事
務
所
)
、

六
百
分
の
一
・
三
千
分
の
一
地
籍
図
(
関
係
各
町
村
役
場
所
蔵

明
治
二
二
伝
。
昭
和
三
四
年
)
に
よ
っ
て
点
検
し
確
認
し
た
。

桜
川
中
・
下
流
域
に
つ
い
て
は
‘
三
友
が
筑
波
町
付
近
の
条

里
を
指
摘
し
て
い
る
互
。
し
か
し
、
報
告
さ
れ
た
範
囲
よ
り
下

流
の
条
里
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
分
布
範
囲
が

確
定

3
れ
て
い
な
い

(
7
)
O

筆
者
の
検
討
に
よ
れ
ば
‘
分
布
範
聞
は
か
な
り
広
く
‘

藤
沢
・
坂
白
・
金
田
な
ど
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
地
籍
図
を
み
る

と
.
二
反
田
・
三
反
田
・
四
反
田
・
五
一
反
国
・
一
町
田
・
柳
町
・
長
町
な
ど
の

条
里
的
名
称
が
見
ら
れ
、

土
地
は
.
ほ
ぽ
一
町
四
方
に
区
画
さ
れ
て
お
り
、
坪

内
の
地
判
的
か
ら
考
え
て
も
条
聖
水
田
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

条
里
の
分
布
範
囲
を
一
不
し
た
の
が
図
ー
で
あ
る
向
こ
れ
を
み
る
と
・
条
里
の

分
布
は
左
山
ば
に
お
い
て
三
友
が
指
摘
し
た
始
一
部
・
白
井
・
大
賞
・
北
条
付
近
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
さ
ら
に
下
流
の
「
倭
名
抄
」
の
三
村
郷
に
あ
た
る
小
田
お

よ
び
中
世
の
南
野
圧
に
属
す
る
高
湖
面
一
漆
口
山
口
・
反
田
付
返
に
ま
で
及
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
条
里
遺
構
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
神
郡
付
近
で
あ

り
.
こ
こ
は
筑
波
社
の
神
田
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
藤

沢
・
坂
田
付
近
の
条
塁
は
、
坪
の
遺
名
こ
そ
残
存
し
な
い
が
比
較
的
広
範
囲
に

検
出
で
き
る
。
た
だ
、
藤
沢
付
返
の
欠
点
里
水
面
の
土
地
区
画
は
、
非
常
に
乱
、
れ

て
い
て
復
原
す
る
の
に
出
当
困
難
で
あ
っ
た
c

こ
れ
ら
の
不
整
形
は
‘

は
い
え
な
い
が
桜
川
の
氾
濫
と
無
関
係
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
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天 持 i家古茂! f野 !全長 80ITlの広j方?を円上立.縄文式土器。土節器;:震恵器
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大角豆遺跡|子大宍縄交式土器.士一ffiÐ器耳石(~子l)
会 11 遺 跡 l会掛 |士自信号 須恵器が散在
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以
上
の
よ
う
に
‘

左
岸
の
条
塁
分
布
は
広
範
囲
か
つ
連
続
的
で
あ
り
、
河
岸

近
く
ま
で
及
ん
で
い
る
部
分
が
あ
る
。

一
方
右
岸
は
.
広
範
囲
に
条
里
が
展
開
す
る
左
岸
と
対
照
的
な
感
さ
え
受
け

る
。
そ
の
分
布
は
部
分
的
か
つ
断
片
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
栗
原
・
自
己
華
堂
・

中
雪
間
付
近
と
若
森
・
大
曾
根
・
水
守
の
集
落
が
立
地
す
る
台
地
の
下
に
.
ご

く
わ
ず
か
に
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
み
ら
れ
る
の
み
で
‘
そ
の
分
布
は
範
囲
も
狭

少
で
あ
り
、
坪
名
も
残
存
し
な
い
点
か
ら
、
条
里
遺
構
と
郎
断
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
.
坪
内
の
地
割
が
長
地
型
で
あ
る
こ
と
や
‘
栗
原
・
水
守
が

そ
れ
ぞ
れ
「
倭
名
抄
」
の
栗
原
郷
・
水
守
郷
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
.
あ
る

い
は
管
間
が
吉
田
東
伍
互
に
よ
れ
ば
.
「
倭
名
抄
」
の
諸
蒲
郷
に
あ
て
ら
れ
て

い
る
な
ど
.
そ
の
集
落
起
源
が
古
代
に
ま
で
瀕
れ
る
こ
と
か
ら
.
条
里
遺
構
と

み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
中
世
に
は
田
中
荘
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
田
中
付
近

に
お
い
て
は
、
条
里
の
痕
跡
は
不
明
瞭
で
あ
り
‘
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
断
定
は

避
け
た
い
。
池
田
・
磯
部
付
近
は
す
で
に
耕
地
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
‘

そ
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
。

右
岸
に
お
い
て
.
条
里
遺
構
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
桜
村
で
あ
る
。
こ

の
地
域
の
条
里
は
.
自
然
堤
防
に
包
囲
さ
れ
た
後
背
湿
地
に
分
布
し
て
い
る
。

地
籍
図
(
図
2
)
を
み
る
と
‘

畦
畔
が
条
里
独
得
の
形
態
を
と
っ
て
お
り
.
耕
地

整
理
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
患
わ
れ
る
ほ
ど
整
然
た
る
条
塁
型
土
地
割
を
示

し
て
い
る
。
実
地
踏
査
の
結
果
か
ら
も
典
型
的
な
条
里
地
域
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
こ
の
地
域
は
「
倭
名
抄
」
に
い
う
河
内
郡
大
村
郷
に
麗
し
.
周
辺
に
は

表
ー
に
み
る
ご
と
く
、
多
数
の
縄
文
式
土
器
・
須
恵
器
・
土
師
器
・
布
目
瓦
が

散
布
し
、
そ
の
他
前
方
後
円
墳
・
円
墳
な
ど
数
十
基
の
古
墳
が
あ
る
。
そ
れ
ら

の
古
墳
か
ら
は
埴
輪
も
出
土
し
て
い
る
。
遺
構
も
住
居
跡
・
古
代
の
建
築
地
跡

さ
れ
る
。

が
発
見
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
古
代
人
の
生
活
舞
台
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
.
桜
川
中
・
下
流
域
に
お
け
る
左
岸
と
右
岸
の
対

照
的
な
分
布
状
態
は
、
自
然
条
件
の
差
に
も
と
ず
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

地
域
の
条
里
と
自
然
条
件
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
高
木
の
報
告
が
あ
る
互
。

三
、
条
皇
一
水
田
と
水
利

過
去
に
お
い
て
‘
水
田
地
域
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
水
が
決
定
的
な
役
割

た
と
考
え
ら
れ
る
条
里
水
田
の
用
水
源
は
何
で
あ
っ
た
の
か
‘

を
担
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
古
い
時
代
に
成
立
し

か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
の
点
を
明
ら

桜
川
流
域
の
水
田
地
帯
の
用
水
源
を
分
類
し
て
み
る
と
.

河
川
・
湧
水
・
溜

池
・
湧
水
+
深
井
戸
・
溜
池
+
河
川
・
溜
池
・
深
井
戸
・
用
水
(
霞
ヶ
浦
)
の

七
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
(
図
3
)

。
こ
の
分
類
図
と
条
里
の
分
布
図
を

合
わ
せ
て
み
る
と
、
条
皇
が
分
布
し
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
河
川
利
用
地
域

を
除
い
た
地
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
筑
波
付
近
の
水
田
の
多
く
も
溜
池
と

六/

量刑l

εヨ湯水

~溜池
llml ;量水一漂井戸

田溜地一河川l

Eヨ溜溜深井戸

市守用水
(霞ヶ浦用水)

桜川流域の用水源月IJ
分類図

図 3.
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天
水
が
用
水
源
に
な
っ
て
い
る
。
田
土
部
・
藤
沢
・
坂
田
付
近
の
水
田
を
う
る

お
し
て
い
る
の
は
.

溜
一
律
と
深
井
戸
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
‘
こ
の
地
域
に

多
く
存
在
す
る
深
井
戸
の
利
用
は
、
返
世
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
古
代
に
お

け
る
水
利
用
の
状
況
は
完
全
に
確
定
は
で
き
な
い
が
.
桜
川
流
域
の
条
里
水
田

に
お
い
て
は
、
溜
池
と
天
水
ま
た
は
湧
水
の
利
用
可
能
な
地
域
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

桜
村
の
条
里
地
域
は
、

そ
の
用
水
源
が
何
で
あ
っ
た
か
今
日
確
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
は
昭
和
四
一
年
に
農
業
水
科
事
業
に
よ
っ

て
霞
ヶ
浦
か
ら
用
水
を
引
く
ま
で
は
、
桜
川
流
域
の
他
の
地
域
と
同
じ
よ
う
に
‘

溜
池
と
天
水
に
依
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
当
時
に
お
い
て

も
ム
口
地
か
ら
の
湧
水
は
、
溜
池
を
通
し
て
濯
概
用
水
と
し
て
条
里
水
田
を
う
る

お
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
西
坪
渠
落
に
み
ら
れ
る
正
方
形
の
溜
池
(
現
在

は
蓮
田
に
な
っ
て
い
る
)
の
成
立
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
条
里
水
田

の
用
水
は
こ
の
溜
池
を
前
提
と
し
て
お
り
、
『
百
代
に
お
け
る
こ
の
地
域
の
濯
池

濯
殺
の
利
用
を
想
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
c

と
こ
ろ
で
、
近
世
の
史
料
に
よ
れ
ば
‘
前
述
の
よ
う
に
不
安
定
な
自
然
濯
液

を
唯
一
の
頼
み
と
し
て
い
て
た
め
に
、
天
明
の
大
飢
簿
一
の
際
に
大
変
な
水
不
足

に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
時
に
掘
抜
井
戸
を
掘
っ
た
と
い
う
記
録
が
み
ら
れ
る

E
C

こ
の
掘
抜
井
戸
は
現
在
で
も
水
田
の
片
隅
に
残
っ
て
い
る
豆
o

ま
た
、
一
は
ぷ
同

時
間
聞
に
造
ら
れ
た
掘
抜
井
戸
が
、

左
岸
の
条
呈
水
田
に
も
見
ら
れ
る
。

」
う
し
た
掘
筏
井
戸
は

一
時
的
に
せ
よ
水
不
足
を
解
消
さ
せ
る
の
に
役
立

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
も
掘
抜
井
戸
の
数
は
増
加
し
た
が
‘

そ
れ
に
つ
れ
て
再
び
水
不
足
に
陥
い
り
、

昭
和
九
平
の
司
十
恕
C
は
、
と
の
山
市
抜

井
戸
に
風
車
を
取
り
つ
げ
て
水
を
汲
み
あ
げ
て
い
る
。

以
上
の
資
料
か
ら
み
れ
ば
、
後
村
の
久
木
聖
水
白
は
‘
条
里
成
立
前
後
に
お
い

て
も
.

清
水
は
充
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
し
、

早
魅
期
の
水
不

足
は
深
刻
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
溜
池
は
そ
の
証
左
で
も
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
地
域
で
あ
り
な
が
ら
‘
何
故
古
代
に
お
い

て
、
条
里
水
沼
の
対
象
地
域
と
し
て
選
定
さ
れ
た
か
が
重
要
で
あ
る
。

当
時
の
経
済
的
基
礎
た
る
水
田
の
開
発
に
は
.
団
司
知
の
よ
う
に
一
虐
殺
施
設
の

造
成
が
主
要
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
.
そ
の
た
め
に
は
多
量
の
労
働

力
を
必
斐
と
し
た
。
古
代
に
お
け
る
辺
境
関
東
に
位
置
す
る
桜
山
川
流
域
の
条
里

遺
構
の
存
在
は
、
溜
池
の
築
造
を
可
能
に
し
‘
条
呈
型
土
地
区
画
を
現
出
せ
し

め
る
だ
け
の
労
働
刀
を
動
員
で
き
る
程
度
の
支
配
力
の
集
中
が
、
当
該
地
域
司

辺
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
反
面
‘
桜
川
の
治
水
・
利
水
の
技
術
が
‘
当
地
域
の
条
里
成
立

問
に
お
い
て
は
一
絞
的
で
は
な
か
っ
た
(
ロ
γ
あ
る
い
は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
だ

け
の
労
働
力
を
調
達
で
き
う
る
程
変
の
支
配
力
は
待
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も
推
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刻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

辺
境
関
東
に
お
け
る
占
代
権
力
の
栢
対
的

げ
い
劣
弱
な
支
配
力
に
規
定
さ
れ
て
、
溜
池
濯
減
の
よ
う
な
比
較
的
簡
単
な
用
水

泡
設
し
か
道
成
し
得
な
か
っ
た
。
あ
る
程
度
の
水
不
定
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
.

被
高
地
に
よ
っ
て
桜
川
の
氾
濫
を
防
ぎ
う
る
地
形
を
利
用
し
て
.
条
里
が
実
施

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
激
高
地
に
包
圏
さ
れ

た
後
背
湿
地
が
.
そ
れ
ほ
ど
の
子
を
加
え
な
い
で
.
h

市
対
的
に
は
安
定
し
た
以

量
を
期
待
し
う
る
主
選
舞
台
に
転
化
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
可
能
性
を
待
つ
土
地
が
む
し
ろ
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
を
ろ
う
。

自

J
Z
h
H
 

i
E
 

び



桜
川
中
・
下
流
域
の
条
阜
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ

る

条
里
の
分
布
に
つ
い
て
は

つ
ぎ
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(1) 

条
里
の
分
布
は
.
中
・
下
流
域
に
お
い
て
や
や
↑
広
汎
で
あ
る
。
そ
の
範

屈
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
範
囲
よ
り
、
さ
ら
に
下
流
の
藤
沢
・
坂
田
・

桜
付
金
田
付
近
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

つゐ

条
翠
の
分
布
は
、

左
岸
と
右
岸
で
対
照
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
.
左
岸

に
お
い
て
の
そ
れ
は
広
範
囲
‘
か
つ
連
続
的
で
あ
り
、

右
山
一
時
に
お
い
て
の

そ
れ
は
局
地
的
、
か
つ
断
片
的
で
あ
る
。

条
里
水
田
の
成
立
条
件
の
解
明
で
重
要
な
占
一
と
し
て
は

つ
日
キ
ベ
」
の
三
占
…
が

あ
げ
ら
れ
よ
う

0

・ti

久
木
里
は
河
川
濯
綾
地
域
(
比
絞
的
洪
水
の
影
響
を
受
け
や
す
い
地
域
)

を
避
け
て
施
行
さ
れ
て
い
る
。

つ]

桜
村
に
お
い
て
は
‘
古
代
条
里
施
行
地
域
で
は
水
不
足
に
悩
ん
で
い
た

が
‘
洪
水
に
よ
る
以
思
一
望
の
不
安
定
性
と
比
べ
れ
ば
な
お
右
利
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
洪
水
を
避
け
う
る
微
吉
岡
地
に
固
ま
れ
た
低
湿
地
に
施
行
さ
れ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

守
U

条
里
の
水
利
は
、
当
時
に
お
い
て
は
天
水
・
湧
水
・
溜
池
の
組
み
合
わ

せ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
‘
当
地
域
の

自
然
的
条
件
と
と
も
に
辺
境
関
東
の
古
代
権
力
の
相
対
的
な
劣
弱
性
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

E 

今
後
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
は
.

曹

i

つ
ぎ
の
二
点
が
あ
る
の

条
里
が
過
去
に
お
け
る
土
地
区
画
整
理
事
業
で
あ
り
.
地
域
開
発
で
あ

る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
当
然
そ
れ
を
生
じ
せ
し
め
た
社
会
的
背
景
を
解
明

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
桜
川
流
域
に
お
い
て
は
、
地
域
開
発
が
ど
の
程
度

の
も
の
で
あ
り
.
そ
れ
に
伴
う
生
活
閣
の
拡
大
が
ど
れ
位
の
範
囲
で
あ
っ

(2) 

た
の
カミ
)-

つ
占

も
明
ら
か
lこ

し
た
い。

興
味
あ
る
問
題
と
し
て
は
土
地
所
有
の
問
題
が
あ
る
。
古
く
か
ら
開
発

さ
れ
た
条
里
水
田
の
土
地
所
有
状
況
を
み
る
と
.
桜
付
の
金
田
で
は
古
来

か
ら
か
な
り
紙
分
化
が
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
反
し
て
.
中
根
・
横
町
で

は
細
分
化
は
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
.

土
地
の
一
一
区
画
の
形
状
・

細
別
状
態
・
所
布
形
態
な
ど
が
.
最
近
の
筑
波
研
究
学
調
都
市
な
ど
の
進

出
に
対
し
て
、

ど
の
よ
う
に
彰
響
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
c

達
1 

芦
田
伊
人

(
一
九
一
九
)
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一
古
代
武
一
波
に
お
け
る
条
呈
の
制
と
そ
の
遺

跡
」

「
歴
史
地
理
』

2 

一
友
田
五
郎
(
一
九
五
九
)

「
関
東
地
方
の
条
里
一

「
埼
玉
大
学
伊
一
一
安
社

会
科
学
編
』
八

(3) 

盤
唱
瀬
良
明
(
一
九
七
三
)

『
低
湿
地
ー
そ
の
開
発
と
変
容
1

』
古
今
童
日

院
4 

深
谷
正
秋
(
一
九
一
二
六

「
条
型
の
地
理
的
研
究
一

「
社
会
経
済
史
学

』
六

( 

C 

とL

現
在
わ
か
っ
て
い
る
条
塁
地
域
と
し
て

つ
ぎ
の
地
域
が
あ
げ
ら
れ
る
。

A 

恋
瀬
川
流
域
の
条
主

」
の
地
域
の
条
塁
は
三
友
誼
五
郎
に
よ
っ
て
税

略
的
に
闘
一
一
小
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
久
木
里
水
田
の
範
明
四

は
そ
れ
ほ
ど
広
く
は
な
い
。
五
千
分
の
一
地
形
図
お
よ
び
地
籍
凶
か
ら
判

断
す
る
-F1

条
塁
遺
携
は
東
野
土
一
ue

五
反
田
・
下
志
筑
・
中
志
筑
・
古
司
会
付
近
に



検
出
で
き
る
。

稲
敷
郡
美
浦
村
の
条
里

こ
の
地
域
の
条
里
遺
構

B 

は
小
規
模
で
あ
る
。
こ
こ
は
古
く
は
「
倭
名
抄
」
に
い
う
信
太
郡
に
属
し

て
い
た
。
条
里
遺
構
が
存
在
す
る
宮
地
は
地
名
が
一
示
す
よ
う
に
神
社
の
御

領
地
で
あ
っ
た
。

2.-

前
掲
(2)

エ

『
日
本
地
誌
』

そ
の
後

〈
一
九
六
九
〉
で
桜
村
の
条
里
遺
構
を
指
摘
し

て
い
る
。
一
二
九
頁

8 

吉
田
東
伍
(
一
九

O
七〉

『
大
目
本
地
名
辞
書
』
坂
東

J!.. 

高
木
勇
夫
(
一
九
七
五
)

「
関
東
地
方
に
お
け
る
河
川
下
流
域
の
地
形

面
と
条
里
に
つ
い
て
」

『
日
本
大
学
地
理
学
科
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』
九

七
頁

JI1Q: 

桜
村
在
住
の
沼
尻
氏
所
街
の
文
書
に
よ
る
。

掘
抜
井
一
戸
の
水
深
は
一
八
メ
ー
ト
ル
位
で
常
に
田
面
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

地
元
で
は
ア
メ
リ
掘
と
呼
ん
で
い
る
。

12. 

籍
瀬
良
明
(
一
九
七
三
)
前
掲
豆
一
五
三
頁
に
よ
れ
ば

「
古
代
に
お
け

る
開
田
・
と
く
に
東
日
本
に
お
け
る
そ
れ
は
‘
そ
の
低
い
技
術
段
階
を
主
と

す
る
時
代
の
制
約
か
ら
、
自
然
濯
減
ま
た
は
ご
く
初
歩
の
人
工
濯
減
の
域
を

出
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

O
歴
史
地
理
学
紀
要
第
一
九
号
「
都
市
の
歴
史
地
理
」
の
編
集
内
容

昭
和
五
二
年
度
の
歴
史
地
理
学
紀
要
第
一
九
号
「
都
市
の
歴
史
地
理
」
の
編

集
内
容
は
左
記
の
と
お
り
で
.

昭
和
五
二
年
四
月
一
日
に
発
行
の
予
定
で
す
。

四
月
三
・
四
日
に
横
浜
国
立
大
学
で
開
催
予
定
の
日
本
地
理
学
会
春
季
大
会
に

出
席
さ
れ
る
会
員
は
、

当
日
.
歴
史
地
理
学
会
の
受
付
で
.

ま
た
四
月
三

O
日

-
五
丹
一
自
に
広
島
大
学
文
学
部
で
開
催
さ
れ
る
予
定
の
本
会
第
二

O
回
大
会

の
受
付
で
も
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。

O 

序

藤
岡
謙
二
郎

O

近
世
後
期
に
お
け
る
神
奈
川
湊
ぞ
い
宿
付
の
農
間
渡
世

浅
香

幸
雄

O

地
方
小
都
市
に
お
け
る
商
居
街
の
変
遷
|
富
岡
市
の
場
合
l

井
上

政

O

城
下
町
小
売
商
業
の
盛
衰

l
水
戸
・
川
越
の
場
合

l

菊
地

利
夫

O

国
府
の
「
十
字
街
」
に
つ
い
て
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木
下

良

O

戦
国
末
期
間
土
佐
の
地
方
的
中
心
集
落

l
高
岡
郡
黒
山
石
町
の
事
例
研
究
!

小
林
健
太
郎

O

埼
玉
県
に
お
け
る
こ

O
世
紀
初
頭
の
織
物
商
分
布

田
村

正
夫

O

上
諏
訪
宿
の
国
窮
過
程
と
地
域
構
造

l
伝
馬
役
助
成
と
し
て
の
間
震
口
銭

土
田

良

。
近
世
鳥
取
藩
の
城
下
町

4

保

中
林

。
榛
名
神
社
に
お
け
る
門
前
町
の
復
元
と
変
遷
に
つ
い
て

南

雲

栄
治

O

庄
内
平
野
に
お
け
る
士
族
授
産
事
業
の
展
開
と
そ
の
地
域
的
機
能
に
関
す
る

一

考

察

松

村

祝
男

。
都
市
の
地
価
に
関
す
る
立
地
論
的
研
究
と
方
法
論
上
の
諸
問
題

脇
田

武
光

(
紀
要
編
集
委
員
会
)




