
び
ん
沼
は
、
荒
川
の
河
川
改

修
で
取
り
残
さ
れ
た
旧
荒
川
の

一
部
で
あ
る
。
荒
川
の
河
川
改

修
は
大
正
期
か
ら
昭
和
20
年
代

に
か
け
て
、
洪
水
対
策
と
し
て

蛇
行
し
て
い
た
川
筋
を
直
線
化

す
る
形
で
実
施
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
河
川
改
修
、
治
水
事

業
を
推
進
し
た
の
は
、
旧
荒
川

（
び
ん
沼
）
の
ほ
と
り
に
実
家

の
あ
っ
た
斎
藤
祐
美
（
１
８
６

６
―
１
９
４
３
）
で
あ
っ
た
。

斎
藤
祐
美
に
つ
い
て
は
、
知
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た

が
、
河
川
に
関
す
る
市
民
運
動

家
の
大
石
昌
男
さ
ん
が
研
究
会

を
組
織
し
、
２
０
０
７
年
に

『
荒
川
の
治
水
翁

斎
藤
祐
美
』

と
い
う
本
を
出
版
し
た
。
大
石

さ
ん
に
、
祐
美
と
い
う
人
物
、

そ
の
功
績
な
ど
に
つ
い
て
お
聞

き
し
た
。

明
治
43
年
の
大
水
害

を
機
に
進
ん
だ
治
水

事
業
を
県
議
と
し
て

主
導

―
斎
藤
祐
美
は
ど
う
い
う
人
だ
っ

た
の
で
す
か
。

大
石

斎
藤
祐
美
は
旧

荒
川
（
現
在
の
び
ん
沼
）

沿
い
の
馬
宮
村
飯
田
新

田
（
現
さ
い
た
ま
市
飯

田
新
田
）
に
実
家
が
あ

り
ま
し
た
。
飯
田
新
田

は
堤
防
の
内
側
（
提
外

地
）
に
位
置
し
、
し
か

も
当
時
の
荒
川
は
す
ご

く
蛇
行
し
て
い
ま
し
た

の
で
、
こ
の
地
域
は
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
洪
水
に
悩
ま
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
祐
美

は
、
県
会
議
員
と
し
て

地
域
を
洪
水
か
ら
守
る

た
め
荒
川
の
治
水
事
業
を
先
導

し
た
人
で
す
。

―
ど
う
い
う
経
歴
を
た
ど
っ
た

の
で
す
か
。

大
石

斎
藤
家
は
地
主
で
す
が
、

祖
父
は
川
越
藩
の
典
医
も
務
め

た
代
々
医
者
の
家
系
で
す
。
祐

美
も
、
今
の
東
京
医
科
大
学
の

前
身
で
済
生
会
と
い
う
塾
に
行
っ

た
の
で
す
が
、
板
垣
退
助
の
自

由
民
権
運
動
に
傾
倒
し
ま
す
。

今
で
言

う
学
生

運
動
で

す
。
卒

業
と
同

時
に
民
権
運
動
の
記
者
に
な
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
卒
業
し
た
年

に
洪
水
で
家
も
流
さ
れ
る
状
況

を
見
て
、
治
水
事
業
を
志
し
、

政
治
家
に
な
る
こ
と
を
決
意
。

明
治
32
年
、
県
会
議
員
に
立
候

補
し
当
選
、
そ
れ
か
ら
昭
和
11

年
ま
で
ず
っ
と
県
議
を
や
り
ま

す
。

―
実
際
に
荒
川
の
治
水
事
業
に

取
り
組
ん
だ
の
は
い
つ
頃
で
す

か
。

大
石

県
議
に
な
っ
て
し
ば
ら

く
し
て
明
治
39
年
、
祐
美
は
議

会
を
リ
ー
ド
し
て
国
に
対
し
て

「
荒
川
放
水
路
開
削
の
建
議
」

を
行
い
ま
す
。
当
時
「
議
会
は

全
員
賛
成
は
し
た
が
、
本
気
に

な
っ
て
い
る
の
は
自
分
１
人
だ
っ

た
」
と
、
祐
美
は
後
に
語
っ
て

い
ま
す
。
「
祐
美
の
大
風
呂
敷
」

な
ど
と
揶
揄
さ
れ
ま
し
た
。
だ

が
、
こ
の
建
議
は
先
見
の
明
が

あ
り
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
明
治

43
年
に
史
上
最
大
と
言
わ
れ
る

と
て
つ
も
な
い
大
水
害
が
お

き
ま
す
。
今
国
土
交
通
省
が

「
百
年
に
一
度
の
洪
水
に
耐

え
る
」
と
か
言
う
時
に
基
準

に
な
る
の
は
、
昭
和
22
年
の

キ
ャ
サ
リ
ン
台
風
と
こ
の
明

治
43
年
の
豪
雨
で
す
。
明
治

政
府
は
こ
れ
に
驚
き
、
半
年

後
に
荒
川
放
水
路
開
削
が
国

家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
出

し
、
大
正
元
年
か
ら
は
荒
川

放
水
路
建
設
工
事
が
着
工
と

な
り
ま
す
。

こ
の
時
、
祐
美
は
埼
玉
県
側

びん沼物語
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を
代
表
し
て
折
衝
に
あ
た
り
、

下
流
と
一
緒
に
上
流
も
や
ら
な

い
と
だ
め
だ
と
主
張
し
ま
す
。

そ
の
前
提
と
し
て
、
治
水
会
の

統
合
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま

で
は
埼
玉
治
水
会
と
東
京
治
水

会
が
別
々
に
あ
っ
た
。
彼
が
会

を
統
一
さ
せ
東
京
埼
玉
連
合
治

水
会
を
組
織
し
て
荒
川
の
治
水

事
業
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
そ

し
て
上
流
の
埼
玉
県
区
域
は
遅

れ
る
こ
と
７
年
後
の
大
正
７
年

か
ら
改
修
事
業
が
着
工
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
が
祐
美
の
最
大
の

功
績
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

統
合
し
た
こ
と
で
上
流
も
同
時

進
行
が
で
き
た
の
で
す
。

―
改
修
事
業
は
、
蛇
行
し
て
い

た
川
を
真
っ
す
ぐ
に
す
る
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
か
。

大
石

そ
う
で
す
。
川
の
蛇
行

を
直
線
に
し
な
い
限
り
洪
水
は

な
く
な
ら
な
い
と
、
地
元
で
は

皆
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
た
と

え
ば
祐
美
の
実
家
の
あ
っ
た
飯

田
新
田
は
、
旧
荒
川
の
東
側
に

位
置
し
て
い
ま
す
が
、
新
た
に

東
側
に
直
線
の
川
を
通
し
、
飯

田
新
田
地
区
は
堤
防
の
外
（
堤

内
）
に
な
り
洪
水
か
ら
守
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、

新
し
い
川
筋
に
土
地
を
奪
わ
れ

た
二
ツ
宮
地
区
か
ら
は
反
発
を

受
け
、
祐
美
は
次
の
選
挙
で
は

一
度
落
ち
て
い
ま
す
。

―
川
を
真
っ
す
ぐ
に
す
る
改
修

は
、
舟
運
に
は
不
都
合
に
な
り

ま
す
ね
。

大
石

そ
の
通
り
で
、
舟
運
に

は
蛇
行
し
て
流
れ
が
緩
や
か
な

川
が
適
し
て
い
ま
す
。
河
川
改

修
は
、
荒
川
の
他
、
新
河
岸
川

な
ど
も
同
時
に
進
め
ら
れ
ま
し

た
が
、
舟
組
合
の
反
対
に
あ
っ

て
い
ま
す
。

―
荒
川
の
河
川
改
修
の
結
果
、

び
ん
沼
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
か
。

大
石

旧
荒
川
が
半
月
湖
と
し

て
残
っ
た
の
が
び
ん
沼
で
す
。

新
し
い
荒
川
い
ま
す
沼
の
間
に

は
、
飯
田
新
田
、
塚
本
町
、
湯

木
町
が
、
大
宮
市
（
現
さ
い
た

ま
市
）
の
飛
び
地
と
し
て
残
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

―
荒
川
改
修
工
事
は
い
つ
頃
ま

で
続
い
た
の
で
す
か
。

大
石

部
分
部
分
を
少
し
ず
つ

進
め
て
い
ま
す
の
で
、
時
期
が

は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
昭
和

11
年
頃
に
は
現
在
の
堤
防
位
置

が
確
定
し
て
い
ま
す
。

―
今
治
水
橋
の
た
も
と
近
く
に

斎
藤
祐
美
の
彰
功
碑
が
建
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
頃
に
で
き
た

の
で
す
か
。

大
石

彰
功
碑
は
昭
和
26
年
に

治
水
橋
の
堤
防
の
上
に
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
祐
美
は
昭
和
11
年

に
県
議
を
や
め
18
年
に
死
ん
で

い
ま
す
。
治
水
橋
が
現
在
の
新

し
い
橋
に
架
け
替
え
ら
れ
る
際

邪
魔
だ
と
い
う
こ
と
で
平
成
７

年
に
現
在

の
場
所
に

移
設
し
た

よ
う
で
す
。

―
治
水
橋

の
名
は
斎

藤
祐
美
に

ち
な
ん
で

つ
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

大
石

祐
美
は
、
「
荒
川
の
治

水
翁
だ
」
と
自
分
で
言
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。
治
水
橋
は
昭
和

9
年
に
建
設
さ
れ
、
最
初
は
馬

宮
橋
の
予
定
だ
っ
た
が
、
祐
美

の
功
績
を
た
た
え
「
治
水
翁
」

の
名
か
ら
取
っ
て
変
え
た
わ
け

で
す
（
元
大
宮
市
長
の
新
藤
享

弘
氏
の
父
元
吉
は
県
議
で
こ
の

思
い
出
を
語
っ
て
い
る
）
。

治
水
橋
の
建
設
は
、
そ
も
そ

も
荒
川
の
改
修
で
馬
宮
村
が
分

びん沼物語
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断
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
罪
滅
ぼ

し
と
て
、
祐
美
が
企
画
し
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
後
に
地
元
へ

の
最
後
の
奉
公
だ
と
語
っ
て
い

ま
す
。

浦
和
の
事
務
所
に
住

み
子
を
も
う
け
る

―
祐
美
の
実
家
は
残
っ
て
い
る

の
で
す
か
。

大
石

斎
藤
家
は
、
飯
田
新
田

で
も
最
も
目
立
つ
高
台
、

「
水
塚
」
（
み
ず
か
）
上

に
建
っ
て
い
ま
し
た
。
少
々

の
洪
水
が
あ
っ
て
も
安
全

な
場
所
で
し
た
。
私
も
何

回
か
お
邪
魔
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
最

近
行
っ
て
み
た
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
崩
し

て
平
地
に
し
て
売
り
に
出

し
た
ん
で
し
ょ
う
。

―
お
墓
は
。

大
石

び
ん
沼
沿
い
に
り
っ
ぱ

な
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
墓
石
に

「
大
宮
市
名
誉
市
民
」
と
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
毎

年
12
月
に
こ
の
前
で
墓
前
祭
を

行
い
ま
す
。

―
子
孫
の
方
は
ど
う
さ
れ
て
い

る
の
で
す
か
。

大
石

祐
美
は
馬
宮
の
飯
田
新

田
に
家
が
あ
り
ま
し
た
が
、

県
議
を
長
く
や
り
ま
し
た
の
で

浦
和
に
事
務
所
を
構
え
、
馬
宮

に
は
盆
と
正
月
、
冠
婚
葬
祭
ら

し
き
時
に
し
か
戻
ら
な
か
っ
た

そ
う
で
す
。
祐
美
は
、
結
局
馬

宮
の
実
家
に
は
帰
ら
ず
、
浦

和
の
事
務
所
で
78
年
の
生
涯

を
終
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。浦

和
で
は
県
議
の
か
た
わ

ら
「
治
水
庵
」
と
称
し
て
医

業
も
営
み
、
駅
前
に
あ
っ
た

伊
勢
屋
爾
旅
館
と
い
う
旅
館

を
接
待
な
ど
に
使
っ
て
い
ま

し
た
が
、
そ
こ
に
バ
ン
ツ
マ

（
坂
東
妻
三
郎
）
の
姪
に
あ

た
る
松
代
と
い
う
美
人
の
娘

が
お
り
ま
し
た
。
祐
美
は
松

代
を
み
そ
め
６
人
の
子
を
設

け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
長
男
の

斎
藤
修
氏
は
、
蕨
市
で
父
の
医

業
を
再
建
し
ま
す
。
相
当
な
人

物
で
日
本
医
師
会
の
副
会
長
に

も
な
り
ま
し
た
。
こ
の
医
院
は
、

「
治
水
会
・
斎
藤
ク
リ
ニ
ッ
ク
」

と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

―
大
石
さ
ん
が
祐
美
に
関
心
を

持
っ
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か

大
石

川
関
係
の
集
ま
り
な
ど

で
、
川
の
研
究
の
第
一
人
者
と

言
わ
れ
る
関
東
学
院
大
学
（
現

名
誉
教
授
）
の
宮
村
忠
と
い
う

方
が
、
「
だ
れ
か
斎
藤
祐
美
を

研
究
し
な
い
か
」
と
い
つ
も
言
っ

て
い
た
ん
で
す
。
あ
る
時
、
国

土
交
通
省
の
荒
川
下
流
河
川
事

務
所
の
人
が
、
「
蕨
の
斎
藤
医

院
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
祐
美
の

子
孫
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
わ

れ
た
の
で
、
訪
ね
て
行
っ
た
の

が
始
ま
り
で
す
。
平
成
13
年
の

こ
と
で
し
た
。

す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
４

か
月
前
に
、
祐
美
の
息
子
の
斎

藤
修
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
ば
か

り
で
し
た
。
こ
れ
は
急
が
な
け

れ
ば
と
、
何
人
か
で
研
究
会
を

立
ち
上
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
平

成
19
年
、
荒
川
上
流
、
下
流
河

川
事
務
所
の
助
成
を
い
た
だ
き
、

『
荒
川
の
治
水
翁
・
斎
藤
祐
美
』

の
出
版
に
こ
ぎ
つ
け
た
わ
け
で

す
。

―
い
ろ
い
ろ
調
べ
ら
れ
て
斎
藤

祐
美
の
功
績
は
何
で
あ
っ
た
と

言
え
ま
す
か
。

大
石

洪
水
の
被
害
か
ら
地
域

を
守
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

く
ね
く
ね
蛇
行
し
て
い
れ
ば
、

１
週
間
た
っ
て
も
水
が
ひ
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
を
な
し
う
る
政
治

力
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
び
ん
沼
は
、
祐
美
の
置
き

土
産
で
す
ね
。
そ
れ
が
今
釣
り

人
の
メ
ッ
カ
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

―
大
石
さ
ん
は
、
川
の
活
動
を

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

びん沼物語
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が
。

大
石

母
体
は
「
戸
田
の
川
を

考
え
る
会
」
。
戸
田
市
内
の
川

を
き
れ
い
に
し
よ
う
と
、
29
年

前
に
作
っ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
す
。
そ

れ
と
「
埼
河
連
」
（
埼
玉
県
河

川
環
境
団
体
連
絡
協
議
会
）
。

埼
玉
県
内
に
川
関
係
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

は
506
団
体
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を

ま
と
め
る
活
動
も
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
水
質
改
善
と
か
排
水
、

下
水
な
ど
の
問
題
を
取
り
上
げ

る
「
東
京
湾
と
荒
川
・
利
根
川
・

多
摩
川
を
結
ぶ
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

と
い
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
代
表
理
事
）

の
活
動
、
浄
化
槽
問
題
の
運
動

は
全
国
的
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

河
川
環
境
一
筋
で
す
。

―
川
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ

た
の
は
。

大
石

30
代
か
ら
い
わ
ゆ
る

公
害
反
対
運
動
に
関
わ
っ
て

き
ま
し
た
が
、
私
の
家
の
そ

ば
に
、
菖
蒲
川
と
い
う
川
が

あ
り
、
こ
れ
が
天
下
一
汚
い
。

ま
ず
こ
の
川
を
き
れ
い
に
し

よ
う
と
い
う
の
が
、
川
に
取

り
組
ん
だ
き
っ
か
け
で
す
。

―
元
々
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
っ

た
ん
で
す
か
。

大
石

私
は
新
日
本
製
鉄
で

組
合
の
専
従
書
記
長
を
し
て

い
ま
し
た
。
定
年
よ
り
２
年

早
く
早
期
退
職
し
ま
し
て
、

芝
浦
工
業
大
学
で
河
川
環
境

の
講
座
が
あ
っ
た
の
で
４
年

間
勉
強
し
て
、
河
川
の
問
題

に
本
格
的
に
取
り
組
む
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

◇

び
ん
沼
の
存
在
は
、
釣
り
人

を
除
く
と
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
が
、
自
然
の
景
観
が
そ
の

ま
ま
残
り
、
静
け
さ
と
水
と
緑

の
マ
ッ
チ
し
た
隠
れ
た
癒
し
ス

ポ
ッ
ト
で
あ
る
。

よ
く
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う

な
大
き
な
沼
が
な
ぜ
こ
こ
に
あ

る
の
か
、
疑
問
が
生
じ
る
は
ず

な
の
だ
が
、
普
段
は
意
識
に
上

ら
な
い
。
こ
こ
は
、
以
前
は
荒

川
の
本
流
だ
っ
た
。
そ
し
て
洪

水
対
策
と
し
て
、
川
の
流
れ
を

人
工
的
に
変
え
た
。
そ
の
結
果
、

残
さ
れ
た
古
い
川
の
部
分
が
び

ん
沼
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
荒
川
の
河
川

事
業
の
立
役
者
が
、
県
議
を
し

て
い
た
地
元
の
斎
藤
祐
美
と
い

う
人
だ
っ
た
。

大
石
さ
ん
の
調
査
と
ご
説
明

に
よ
っ
て
、
地
域
の
歴
史
と
そ

れ
に
貢
献
し
た
偉
人
の
軌
跡
が

よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

（
金
子
豊
治
郎
）

（
斎
藤
祐
美
の

「
祐
」
の
字
は
、

正
し
く
は
「
示
」

偏
で
す
が

パ

ソ
コ
ン
に
書
体

が
不
在
の
た
め

本

記

事

で

は

「
祐
」
を
用
い

て
い
ま
す
。
）

びん沼物語
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大石さんが出版した『斎藤祐美』

釣り人でにぎわう現在のびん沼


