
　
今
回
は
秋
川
駅
か
ら
西
秋
留
地
区
の

湧
き
水
を
訪
ね
ま
し
ょ
う
。
駅
の
南
口

を
西
へ
進
み
、
高
架
の
道
に
沿
っ
て
南

へ
。
４
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
広
い
都
道

に
出
る
の
で
こ
れ
を
渡
り
、
都
道
に
沿

っ
て
西
へ
進
む
と
や
が
て
歩
道
橋
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
階
段
の
脇
を
南
へ
降
り

る
と
、
白
滝
神
社
の
社
殿
が
見
え
ま
す
。

白
滝
神
社
は
か
つ
て
不
動
明
王
を
合
祀

し
て
い
た
た
め
不
動
堂
と
呼
ば
れ
、
明

治
の
神
仏
分
離
に
よ
り
白
滝
神
社
と
改

称
さ
れ
ま
し
た
。
本
殿
の
壁
面
に
は
中

国
の
故
事
に
ま
つ
わ
る
彫
刻
が
飾
ら
れ

て
い
ま
す
。
題
材
は
漢
の
武
帝
に
仕
え

た
功
臣
の
逸
話
で
統
一
さ
れ
て
い
て
、

見
事
な
技
は
一
見
の
価
値
が
あ
り
ま
す
。

境
内
は
秋
留
台
地
の
段
丘
崖
に
あ
り
、

社
殿
の
脇
か
ら
は
き
れ
い
な
地
下
水
が

こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
し
、
神
社
の
名
前

の
通
り
小
さ
な
滝
が
水
し
ぶ
き
を
た
て

て
心
地
よ
い
水
音
を
響
か
せ
て
い
ま
す
。

手
を
浸
す
と
冷
た
さ
が
と
て
も
心
地
よ

く
感
じ
ま
す
。
滝
の
脇
に
は
剣
を
今
に

も
飲
込
も
う
と
す
る
龍
の
姿
を
し
た
不

動
明
王
の
石
像
が
建
ち
、
神
仏
混
交
の

名
残
を
留
め
て
い
ま
す
。
清
ら
か
な
湧

き
水
を
守
る
よ
う
に
い
か
め
し
い
形
相

で
に
ら
む
姿
は
、
薄
暗
い
木
立
の
中
で

一
種
独
特
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い

ま
す
。

　
湧
き
水
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
南
へ
坂

を
下
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
坂
は
滝
坂
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
右
手
に
は
旧
家
の

大
き
な
屋
敷
や
蔵
が
並
び
、
こ
の
地
域

の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
少
し
行
く

と
三
叉
路
に
あ
た
る
の
で
、
右
へ
。
や

が
て
右
奥
に
真
城
寺
が
見
え
て
き
ま
す
。

　
真
城
寺
は
臨
済
宗
建
長
寺
派
で
、
足

利
尊
氏
の
子
で
あ
る
基
氏
が
一
三
五
一

年
に
創
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
古
刹
で

す
。
鐘
楼
の
前
に
は
市
指
定
天
然
記
念

物
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
が
あ
り
ま
す
。
古

木
の
た
め
、
幹
の
上
部
を
失
っ
て
い
ま

す
が
、
か
つ
て
は
現
在
の
倍
以
上
の
高

さ
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
も
春
に
な
る

と
大
き
く
広
げ
た
枝
に
美
し
い
花
を
咲

か
せ
、
古
木
な
ら
で
は
の
非
常
に
品
の

あ
る
姿
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
本
堂
裏
の
段
丘
崖
か
ら
は
、
地
下
水

が
あ
ち
こ
ち
か
ら
湧
い
て
い
て
、
大
き

な
池
に
は
大
小
沢
山
の
鯉
が
元
気
に
水

面
を
揺
ら
し
て
い
ま
す
。
西
側
の
湧
き

出
し
口
は
、
今
で
は
非
常
に
少
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
、
秋
留
台
地
の
段
丘
崖

か
ら
直
接
地
下
水
が
湧
き
出
す
姿
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
境

内
は
と
て
も
き
れ
い
に
手
入
れ
さ
れ
て

い
ま
す
。
植
物
な
ど
傷
め
な
い
よ
う
に

充
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
先
ほ
ど
の
道
に
戻
り
、
更
に
西
へ
進

み
ま
し
ょ
う
。
広
い
道
に
で
た
ら
左
へ

折
れ
る
と
、
す
ぐ
に
千
代
里
会
館
が
あ

り
ま
す
。
建
物
の
南
側
に
小
さ
な
社
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
神
明
社
で
す
。

16
世
紀
終
わ
り
頃
に
秋
川
対
岸
の
二
城

山
に
居
住
し
て
い
た
大
石
遠
江
守
道
俊

が
、
こ
の
地
に
移
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
社
殿
に
も
壁
面
に
見
事

な
板
の
彫
刻
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
七

福
神
の
一
人
で
あ
る
寿
老
人
や
、
天
の

岩
戸
な
ど
を
題
材
に
し
て
い
ま
す
。
白

滝
神
社
が
中
国
の
故
事
を
テ
ー
マ
と
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
三
面

の
う
ち
二
面
が
女
性
を
主
と
し
た
日
本

の
神
話
、
一
面
が
中
国
の
仙
人
を
題
材

と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
大
工

や
注
文
主
の
知
的
趣
向
と
そ
の
違
い
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
興
味
深
い
資

料
で
す
。
板
と
い
う
厚
さ
の
限
ら
れ
た

空
間
の
中
に
、
奥
行
き
の
あ
る
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
世
界
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
道
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
来
た
道
を
戻

っ
て
坂
を
登
り
ま
す
。
こ
の
坂
の
登
り

口
の
西
側
に
は
、
そ
の
昔
、
東
海
寺
と

い
う
大
悲
願
寺
末
の
寺
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
坂
は
坊
内
坂
と
い
い
ま
す
。
ボ
ウ

ネ
イ
ザ
カ
、
ボ
ウ
ザ
カ
と
も
呼
ば
れ
ま

す
。
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
理
由
は
、

真
城
寺
と
東
海
寺
と
、
坂
の
上
に
あ
る

観
音
寺
の
三
寺
の
僧
侶
が
こ
の
坂
を
通

っ
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、

そ
の
観
音
寺
へ
向
か
い
ま
し
ょ
う
。
坂

の
途
中
を
左
に
曲
が
り
、
道
な
り
に
進

み
ま
す
。
や
が
て
観
音
寺
が
見
え
て
き

ま
す
。
本
尊
は
聖
観
世
音
菩
薩
で
す
。

足
利
基
氏
創
建
と
伝
え
ら
れ
ま
す
が
古

記
録
の
焼
失
に
よ
り
詳
し
い
こ
と
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。
明
治
時
代
に
は
西
秋
留

村
の
村
役
場
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
境
内
に
建
つ
薬
師
堂

は
、
か
つ
て
は
睦
橋
通
り
付
近
に
あ
っ

た
そ
う
で
す
。

　
観
音
寺
か
ら
西
へ
進
む
と
、
や
や
広

い
道
に
出
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
行
く
と

す
ぐ
に
開
戸
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。

駐
車
場
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
レ
ン
ガ
色

の
部
分
を
た
ど
っ
て
行
く
と
、
建
物
の

西
側
に
市
指
定
史
跡
「
渕
上
の
石
積
井

戸
」
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
井
戸
は
直
径
が
最
大
で
7.5
メ
ー

ト
ル
あ
り
、
す
り
鉢
の
よ
う
な
か
た
ち

を
し
て
い
ま
す
。
螺
旋
状
の
通
路
が
巡

っ
て
い
て
、
そ
れ
を
た
ど
っ
て
水
面
ま

で
降
り
る
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

見
学
は
柵
の
外
か
ら
で
お
願
い
し
ま
す
。

壁
面
は
石
垣
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
自
然

石
を
用
い
た
野
面
積
み
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
自
然
石
に
混
じ
っ
て
、
破
損

し
た
伊
奈
石
製
の
石
臼
も
数
点
使
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
平
成
４
年
の
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
、
深
さ
が
3.2
メ
ー
ト
ル
で
あ

る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
ま
た
底
は
非

常
に
固
く
締
ま
っ
た
地
層
で
、
こ
の
層

の
上
を
移
動
す
る
地
下
水
が
石
垣
の
最

下
部
か
ら
盛
ん
に
湧
き
出
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
井
戸
が
掘
ら
れ
た
時
代
を
直

接
証
明
す
る
資
料
は
見
つ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
た
だ
、
井
戸
を
新
た
に
掘
る
際

は
安
定
し
た
水
量
を
得
る
た
め
に
既
に

掘
ら
れ
て
い
る
周
辺
の
井
戸
よ
り
も
深

く
掘
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
こ
の
井

戸
は
周
辺
の
古
井
戸
よ
り
も
浅
い
こ
と

か
ら
、
こ
の
地
域
で
は
最
も
古
い
井
戸

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
更
に
、
す
り

鉢
状
と
い
う
古
い
形
で
あ
る
こ
と
や
、

中
世
か
ら
近
世
に
盛
ん
に
生
産
さ
れ
た

伊
奈
石
製
の
臼
が
石
垣
の
中
に
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
中
世
に
遡

り
う
る
可
能
性
が
あ
る
遺
構
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
皆
さ
ん
に
お
願
い
で
す
。

開
戸
セ
ン
タ
ー
は
高
齢
者
を
対
象
と
し

た
各
種
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
施
設
で

す
。
こ
の
た
め
、
建
物
の
中
へ
の
立
入

り
な
ど
、
セ
ン
タ
ー
の
方
々
の
仕
事
の

妨
げ
や
迷
惑
に
な
る
よ
う
な
行
為
は
避

け
、
見
学
は
静
か
に
そ
っ
と
お
願
い
し

ま
す
。

　
文
化
財
を
見
学
す
る
際
は
、
マ
ナ
ー

を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。
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