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と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
水
塚
を
管
理
・
保
存
す

る
こ
と
は
大
変
で
す
が
、「
頑
張
れ
る
う
ち
は

頑
張
り
ま
す
」
と
ほ
ほ
笑
む
お
二
人
で
す
。

※
水
塚
は
個
人
所
有
の
た
め
、
見
学
は
で
き
ま

せ
ん
。
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あ
っ
た
の
で
す
。
水
害
の
多
い
地
域
の
人
々
に

と
っ
て
、
地
域
社
会
は
運
命
を
共
に
す
る
生
活

共
同
体
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
日
常
の
用
排
水
管

理
な
ど
水
利
の
面
に
及
ん
で
い
ま
す
。

利
根
川
沿
い
に
多
く
分
布

関
宿
地
域
の
水
塚
は
、
中
央
に
位
置
す
る
台

地
と
周
囲
に
広
が
る
低
湿
地
に
営
ま
れ
て
い
る

水
田
と
の
境
目
に
多
く
分
布
し
て
い
ま
す
。

旧
二
川
村
の
地
域
で
は
利
根
川
右
岸
に
比
較

的
多
く
、
特
に
上
流
地
域
の
東
高
野
、
新
田
戸
、

桐
ケ
作
、
古
布
内
に
見
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
江
戸
川
左
岸
で
は
中
戸
、
西
高
野
、

平
井
に
数
件
の
み
点
在
し
、
旧
木
間
ケ
瀬
村
の

地
域
で
は
羽
貫
地
区
と
〆
切
地
区
に
見
ら
れ
る

の
み
で
、
現
在
一
部
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
消
滅

し
て
い
ま
す
。
江
戸
川
左
岸
に
分
布
が
少
な
い

の
は
、
河
川
改
修
に
と
も
な
う
移
転
が
多
か
っ

た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

安
全
な
高
さ
は
経
験
が
も
と
に

宅
地
内
に
お
け
る
水
塚
は
母
屋
の
西
側
ま
た

は
北
側
に
多
く
見
ら
れ
、
母
屋
の
日
照
、
通
風

の
妨
げ
に
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
防
風
林
的

な
機
能
を
持
た
せ
る
な
ど
の
理
由
が
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
普
段
は
倉
庫
と
し
て
利
用
さ

れ
て
お
り
、
決
し
て
大
き
な
広
さ
を
持
た
ず
、

風
呂
や
手
洗
い
な
ど
の
設
備
も
持
ち
ま
せ
ん
。

関
宿
に
残
る
水
塚
は
、
過
去
の
水
害
の
経
験

に
よ
っ
て
家
人
の
努
力
で
安
全
な
高
さ
ま
で
積

み
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構

造
は
大
部
分
が
土
盛
り
に
よ
る
も
の
で
す
。
土

は
関
東
ロ
ー
ム
層
の
粘
土
質
の
赤
土
で
、
水
に

対
し
て
は
耐
久
性
が
よ
い
も
の
で
し
た
。

荒
井
律
子
さ
ん
（
東
高
野
在
住
）
の
お
宅
に

あ
る
水
塚
も
、
明
治
時
代
初
期
か
ら
残
る
も
の

で
す
。
た
だ
し
荒
井
家
の
水
塚
も
「
経
年
の
降

雨
に
よ
り
徐
々
に
泥
と
な
っ
て
流
れ
出
て
い

き
、
現
在
は
当
時
よ
り
だ
い
ぶ
低
く
な
っ
て
い

る
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
関
宿
の
洪
水
の
歴
史

の
中
で
も
「
明
治
29
（
１
８
９
６
）
年
の
洪
水

は
激
し
く
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
」
と

語
り
、水
塚
に
は
そ
の
爪
痕
が
残
っ
て
い
ま
す
。

「
台
風
が
来
る
と
川
を
見
に
行
っ
て
、
危
な

い
と
思
っ
た
ら
家
族
で
畳
や
長
持
ち
を
持
っ
て

水
塚
に
一
生
懸
命
運
ん
だ
記
憶
が
あ
り
ま
す
」

と
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
思
い
出
を
話
し
て
く
れ

た
の
は
、
荒
井
家
の
近
隣
に
住
む
片
野
弘
子
さ

ん
（
東
高
野
在
住
）。「
水
塚
は
、
幼
い
時
か
ら

普
通
に
目
に
し
た
風
景
で
す
」
と
片
野
さ
ん
は

言
い
ま
す
。

土
手
が
整
備
さ

れ
洪
水
の
心
配
は

減
り
ま
し
た
が
、

博
物
館
や
研
究
者

の
方
か
ら
「
水
塚

を
ぜ
ひ
残
し
て
い

っ
て
く
だ
さ
い
」

荒井家の水塚も母屋の北西側にあります

東高野地区で水塚を保存している荒井律子さ
ん（右）と片野弘子さん（左）

s

「
当
時
は
こ
こ
ま
で
水
が
入
り
ま
し
た
」
と
水
塚
の

羽
目
板
の
水
入
記
録
を
指
す
荒
井
さ
ん




