
市
民
の
憩
い
の
場
で
あ
り
、

釣
り
人
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
び
ん

沼
川
。
こ
の
び
ん
沼
川
は
、
実

は
洪
水
対
策
と
し
て
設
け
ら
れ

た
調
節
池
で
も
あ
る
。
河
川
行

政
面
か
ら
の
び
ん
沼
の
歴
史
と

役
割
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
川
越

県
土
整
備
事
務
所
河
川
担
当
の

石
川
順
一
担
当
課
長
と
小
野
章

介
専
門
員
に
お
聞
き
し
た
。

―
び
ん
沼
川
は
ど
の
よ
う
に
し

て
で
き
た
の
で
す
か
。

以
前
は
、
び
ん
沼
川
は
左
右

に
う
ね
っ
て
蛇
行
を
繰
り
返
す

荒
川
の
流
路
の
一
部
で
し
た
。

河
岸
の
村
々
は
江
戸
時
代
以
降
、

毎
年
水
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
明
治
43
年
の
大
水
害
を

契
機
に
、
大
正
７
年
か
ら
昭
和

８
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
荒
川

の
河
川
改
修
で
新
し
い
堤
防
が

作
ら
れ
、
取
り
残
さ
れ
た
旧
河

道
が
何
か
所
か
あ
り
、
そ
の
１

つ
が
び
ん
沼
川
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
以
降
、
伏
流
水
や
周
辺
農

地
の
排
水
が
滞
水
す
る
河
跡
湖

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

県
は
、
新
河
岸
川
流
域
の
治

水
対
策
の
一
環
と
し
て
、
こ
の

旧
河
道
を
利
用
し
た
調
節
池
を

作
る
と
い
う
こ
と
で
、
事
業
を

進
め
て
き
ま
し
た
。
現
在
は
、

調
節
池
と
し
て
の
役
割
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

―
新
河
岸
川
の
治
水
対
策
と
は

ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

新
河
岸
川
の
流
域
は
、
都
市

化
の
進
展
で
、
こ
れ
ま
で
田
や

畑
に
浸
み
込
ん
で
い
た
雨
水
が

急
激
に
河
川
に
流
れ
込
み
、
氾

濫
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
河
川
の
拡
幅
や
調
節
池
の

建
設
な
ど
の
対
策
を
打
っ
て
き

た
わ
け
で
す
。

―
び
ん
沼
川
の
調
節
池
と
は
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

で
す
か
。

び
ん
沼
調
節
池
は
、
新
河
岸

川
で
あ
ふ
れ
た
水

を
荒
川
へ
流
下
さ

せ
た
り
、
一
時
的

に
貯
留
す
る
た
め

の
池
で
す
。
そ
の

た
め
に
新
河
岸
川

の
水
を
引
き
入
れ

る
水
路
と
し
て
新

河
岸
川
放
水
路
を

建
設
、
ま
た
荒
川

へ
の
出
口
に
は
新

河
岸
川
排
水
場

（
南
畑
排
水
機
場
）

を
設
け
ま
し
た
。

新
河
岸
川
放
水
路
の
入
り
口

に
は
渋
井
の
水
門
が
あ
り
、
普

段
は
開
い
て
い
ま
す
が
、
び
ん

沼
調
節
池
の
水
位
が
上
が
り
逆

流
の
恐
れ
が
あ
る
時
は
閉
め
ま

す
。
新
河
岸
川
排
水
機
も
、
通

常
は
稼
働
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

荒
川
の
水
位
が
上
が
っ
て
自
然

の
ま
ま
で
は
水
が
流
れ
な
く
な
っ

た
場
合
、
排
水
機
場
の
ゲ
ー
ト

を
閉
め
て
ポ
ン
プ
を
使
っ
て
毎

秒
60
㎥
の
水
を
排
水
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

―
調
節
池
は
い
つ
で
き
た
の
で

す
か
。

新
河
岸
川
放
水
路
の

建
設
工
事
は
昭
和
43
年

に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

調
節
池
の
整
備
は
、
用

地
買
収
な
ど
そ
れ
に
先

行
し
て
い
ま
し
た
。
調

節
池
の
形
が
で
き
た
の

は
平
成
16
年
で
す
。
現

在
そ
れ
ぞ
れ
１
基
の
渋

井
の
水
門
と
新
河
岸
川

排
水
機
は
今
後
２
基

に
増
や
す
計
画
を
持
っ

て
お
り
ま
す
。

―
調
節
池
を
作
る
時

に
、
元
々
あ
っ
た
び

ん
沼
の
形
状
は
変
化

し
た
の
で
す
か
。

元
々
河
川
部
に
は

びん沼物語
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農
地
も
あ
り
、
民
有
地
を
買
収
。

一
部
は
堤
防
を
築
き
ま
し
た
。

掘
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。

―
建
設
は
自
然
環
境
に
配
慮
し

た
の
で
し
ょ
う
か
。

び
ん
沼
川
は
荒
川

の
原
風
景
を
残
し
、

ハ
ン
ノ
キ
林
、
河
岸

の
斜
面
林
、
萱
沼
橋

上
流
の
サ
ギ
の
棲

息
な
ど
、
特
徴
的

な
動
植
物
が
見
ら

れ
ま
す
。
調
節
池

は
、
極
力
こ
れ
ら

の
景
観
、
動
植
物

な
ど
自
然
と
の
調

和
を
図
っ
て
整
備

し
て
い
ま
す
。

―
調
節
池
の
面
積

は
。調

節
池
全
体
で

は
86
万
㎡
あ
り
ま
す
。

―
富
士
見
市
の
び
ん
沼
自
然
公

園
も
調
節
池
に
入
る
の
で
す
か
。

そ
う
で
す
。
普
段
は
公
園
で

す
が
、
水
が
増
え
る
と
富
士
見

市
の
び
ん
沼
自
然
公
園
区
域
も

含
め
て
水
を
た
め
る
調
節
池
と

な
り
ま
す
。

―
富
士
見
市
の
公
園
は
市
有
地

で
は
な
い
の
で
す
か
。

県
が
用
地
を
確
保
し
て
富
士

見
市
が
公
園
と
し
て
利
用
し
て

い
ま
す
。
一
部
市
が
単
独
で
手

当
て
し
た
部
分
も
あ
り
ま
す
。

―
過
去
に
公
園
が
調
節
池
と
し

て
水
没
し
た
こ
と
は
あ
る
の
で

す
か
。

今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ
ん
。

―
新
河
岸
川
排
水
水
機
の
稼
働

は
。あ

り
ま
す
。
荒
川
の
水
位
が

上
が
り
、
逆
流
す
る
場
合
ゲ
ー

ト
を
閉
め
、
ポ
ン
プ
で
調
節
池

の
水
を
荒
川
に
流
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。
先
月
（
２
０
１
３
年

10
月
）
の
台
風
で
も
稼
働
し
ま

し
た
。

―
洪
水
時
に
調
節
池
の
機
能
を

果
た
す
と
釣
り
場
は
水
没
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

一
時
的
に
は
で
す
ね
。
び
ん

沼
川
は
洪
水
対
策
の
調
節
池
で

す
か
ら
。

―
調
節
池
と
し
て
働
か
な
い
通

常
時
は
、
水
は
上
流
か
ら
下
流

に
流
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

通
常
時
は
、
荒
川
に
向
か
っ

て
流
れ
て
い
ま
す
。

―
び
ん
沼
の
上
流
部
分
か
ら
は

荒
川
の
水
は
入
っ
て
い
な
い
の

で
す
か
。

入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

―
下
流
部
の
南
畑
揚
水
場
の
方

は
元
々
荒
川
と
つ
な
が
っ

て
い
た
の
で
す
か
。

こ
ち
ら
は
以
前
か
ら
荒

川
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し

た
。

―
び
ん
沼
川
は
国
が
管
理

し
て
い
る
の
で
す
か
。

び
ん
沼
川
は
、
国
が
管

理
を
行
う
と
さ
れ
る
一
級

河
川
で
す
が
、
国
か
ら
維

持
管
理
権
限
が
知
事
に
委

譲
さ
れ
県
が
管
理
を
行
っ

て
ま
す
。

―
ヨ
シ
の
伐
採
も
し
ま
す

か
。概

ね
５
年
に
１
回
程
度
、
治

水
上
の
影
響
等
を
考
慮
し
な
が

ら
、
刈
り
込
む
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

今
年
の
春
、
び
ん
沼
川
の
一

部
で
実
施
し
ま
し
た
。

―
釣
り
人
も
管
理
さ
れ
る
の
で

す
か
。

県
と
し
て
は
維
持
管
理
に
支

障
が
な
け
れ
ば
釣
り
は
自
由
で

す
。
し
か
し
、
堤
防
を
こ
わ
す

よ
う
な
行
為
に
は
厳
し
く
対
処

し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
勝
手
に

小
屋
を
建
て
る
、
河
川
敷
に
車

を
止
め
る
と
か
。

びん沼物語
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び
ん
沼
川
の
ほ
と
り
に
、
富

士
見
市
の
「
び
ん
沼
自
然
公
園
」

が
あ
る
。

び
ん
沼
川
調
節
池
の
一
部
と

し
て
埼
玉
県
が
用
意
し
た
土
地

を
富
士
見
市
が
借
り
受
け
て
公

園
と
し
て
整
備
、
２
０
０
２
年

に
オ
ー
プ
ン
し
た
。

面
積
５
・
７
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

敷
地
の
ほ
と
ん
ど
は
、
植
樹
さ

れ
た
雑
木
林
（
「
カ
ブ
ト
ム
シ

の
森
」
、

「
メ
ジ
ロ

の
森
」
）

と
芝
生
広

場
か
ら
成
っ

て
い
る
。

建
造
物
は
、

遊
歩
道
の

他
、
見
晴

ら
し
デ
ッ

キ
、
舞
台

と
な
る
木
製
デ
ッ
キ
く
ら
い
。

公
園
は
直
接
川
の
水
に
面
し

て
お
ら
ず
、
間
に
は
葦
が
生
い

茂
っ
た
蛭
沼
と
呼
ば
れ
る
湿
地

帯
が
広
が
る
。
市
街
地
か
ら
遠

い
場
所
柄
訪
れ
る
人
は
少
な
い

が
、
自
然
の
景
観
と
生
態
系
を

生
か
し
た
野
趣
あ
ふ
れ
る
公
園

で
あ
る
。

公
園
利
用
者
も
多
く
は
知
ら

な
い
が
、
あ
く
ま
で
こ
こ
は
調

節
池
の
一
部
で
あ
る
。
洪
水
時

に
は
水
没
す
る
こ
と
に
な
る
。

河
川
敷
に
あ
る
公
園
は
ほ
と
ん

ど
同
じ
だ
が
、
留
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

びん沼物語
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雑木林の中に立つ案内板

開放的な芝生広場葦の茂る蛭沼（右手）
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