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近
年
は
毎
年
の
よ
う
に
全
国
各
地
で
豪
雨
災
害
が
発
生
し
、

多
く
の
方
々
が
被
害
に
遭
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
も
大
雨

に
よ
る
被
害
が
発
生
し
て
お
り
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
旧

暦
七
月
に
は
関
東
全
域
で
大
雨
が
降
り
ま
し
た
。
こ
の
雨
は
大

き
な
被
害
を
も
た
ら
し
、
茨
城
県
内
で
も
そ
の
被
害
状
況
が
各

地
の
史
料
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

笠
間
で
は
七
月
十
三
日
（
現
在
の
八
月
六
日
）
か
ら
十
五
日

ま
で
激
し
い
雷
と
大
雨
が
昼
夜
続
き
ま
し
た
。
笠
間
藩
領
の
富

谷
村
（
桜
川
市
）
の
商
人
・
野の

村む
ら

豊と
よ

房ふ
さ

は
「（
七
月
）
十
六
日

九
つ
（
正
午
）
前
か
ら
雷
雨
と
な
り
、
篠
竹
を
束
ね
て
上
か
ら

落
と
す
よ
う
な
勢
い
の
豪
雨
と
な
り
、
夜
に
な
っ
て
も
雷
が
や

ま
ず
、
五
つ
（
午
後
八
時
）
時
分
が
最
も
雨
も
雷
も
強
く
、
四

つ
（
午
後
十
時
）
過
ぎ
に
所
々
の
山
が
崩
れ
始
め
た
。
十
七
日

午
前
中
雨
が
一
旦
止
ん
だ
が
昼
か
ら
再
び
降
り
始
め
、
夕
方
よ

り
雷
雨
と
な
り
、
夜
通
し
大
雨
が
続
い
た
。
十
八
日
明
け
方
に

降
り
や
ん
で
、
午
後
か
ら
曇
り
空
に
な
り
、
よ
う
や
く
陽
が
差

し
た
。」
と
記
録
し
ま
し
た
（
富
谷
村
野
村
家
永
代
年
代
帳
（
天

明
三
年
～
寛
政
三
年
）
よ
り
）。

　

十
六
日
以
降
、
笠
間
城
内
で
十
六
か
所
の
山
崩
れ
が
生
じ
、

こ
れ
に
よ
り
大
黒
石
付
近
に
あ
っ
た
黒
門
番
所
が
土
石
流
に
飲

み
込
ま
れ
て
谷
底
へ
落
ち
ま
し
た
。
城
内
各
所
の
土
石
流
が
合

わ
さ
っ
て
田
町
か
ら
大
町
を
流
れ
下
り
、
涸
沼
川
へ
落
ち
、
大

橋
を
落
と
し
ま
し
た
。
土
石
流
の
流
れ
に
沿
っ
た
商
家
、民
家
、

侍
屋
敷
は
大
き
な
被
害
を
受
け
、
荒
町
で
は
民
家
の
床
上
に
四

尺
（
約
一
・
二
メ
ー
ト
ル
）
の
土
砂
が
堆
積
し
ま
し
た
。
城
下

の
南
の
常じ
ょ
う
ら
く
だ
い

楽
台
（
下
市
毛
の
常じ
ょ
う
ら
く楽

観か
ん

音の
ん

堂ど
う

付
近
）
で
も
山
が
崩

れ
て
宍
戸
・
府
中
（
石
岡
）
か
ら
江
戸
に
向
か
う
街
道
が
通
行

不
能
と
な
り
ま
し
た
。
笠
間
側
で
は
や
む
な
く
災
害
の
第
一
報

を
小
山
経
由
の
奥
州
道
中
で
江
戸
の
藩
主
牧ま
き

野の

貞さ
だ
な
が長
に
届
け
ま

し
た
。
飛
脚
は
昼
夜
兼け
ん
こ
う行

で
走
り
続
け
、
二
十
二
日
夜
に
江
戸

に
到
着
し
ま
し
た
。城
内
で
は
そ
の
後
も
本
丸
の
東
櫓や

ぐ
ら

門
が
倒
れ
、

空
堀
に
架
か
る
橋
が
落
ち
る
な
ど
の
被
害
が
続
き
ま
し
た
。
江
戸

の
藩
邸
（
小お

名な

木ぎ

沢ざ
わ

下し
も

屋や

敷し
き

）
も
鴨
居
の
高
さ
ま
で
水
に
浸
か
り

ま
し
た
。

　

大
雨
の
被
害
は
広
範
囲
で
し
た
。
特
に
田
畑
に
は
土
砂
が
流
れ

込
み
、
作
物
が
駄
目
に
な
り
ま
し
た
。
収
穫
が
見
込
め
ず
年
貢
が

取
れ
な
く
な
る
こ
と
を
「
損そ
ん
も
う毛
」
と
い
い
ま
し
た
。
常
陸
国
内
の

領
地
五
万
石
の
う
ち
大
雨
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
損
毛
高だ
か

が
四
万
石

を
超
え
ま
し
た
。
財
政
危
機
に
陥
っ
た
藩
は
十
二
月
に
七
千
両
を

幕
府
か
ら
借
用
し
、
不
足
分
は
三
井
を
は
じ
め
と
す
る
豪
商
か
ら

借
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
領
内
の
富
豪
へ
御
用
金
を
強
制
的
に
割
り

当
て
ま
し
た
。
穀
物
価
格
は
急
騰
し
ま
し
た
。
笠
間
藩
は
穀こ
く
ど留

め

（
穀
物
の
領
外
へ
の
販
売
制
限
）
を
実
施
し
、
違
反
し
た
城
下
の

穀
商
二
軒
に
戸
閉
め
（
営
業
停
止
）
が
申
し
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

藩
主
貞
長
は
多
忙
で
し
た
。
幕
府
の
老
中
と
し
て
未
曽
有
の
被

害
が
あ
っ
た
江
戸
の
復
旧
を
指
揮
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
最
中
の

八
月
中
旬
に
十
代
将
軍
徳と
く

川が
わ

家い
え
は
る治

が
体
調
を
崩
し
、九
月
に
死
去
、

十
月
に
葬
送
と
仏
事
に
も
忙
殺
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
の
八
月
に

田
沼
意
次
が
老
中
を
辞
任
し
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
六
月
に

松
平
定
信
が
新
た
に
老
中
首
座
と
な
り
ま
し
た
。

　

復
旧
は
根
気
の
い
る
地
道
な
作
業
で
す
。
洪
水
の
復
旧
が
進
む

と
笠
間
藩
の
抱
え
る
問
題
点
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
天
明
七

年
に
一
時
減
少
し
た
損
毛
高
は
程
な
く
増
加
に
転
じ
、
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）
に
は
一
万
五
千
石
を
超
え
、
以
後
こ
の
水
準
が
続

き
ま
し
た
。
こ
の
損
毛
は
耕
作
放
棄
に
よ
る
も
の
で
、
四
十
年
前

の
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
か
ら
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
問
題
で

し
た
。
損
毛
の
増
加
と
そ
の
原
因
で
あ
る
農
村
人
口
の
減
少
、
財

政
難
と
借
金
依
存
体
質
か
ら
の
脱
却
と
い
っ
た
藩
の
根
幹
に
関
わ

る
諸
問
題
は
家
来
た
ち
の
努
力
だ
け
で
は
解
決
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
藩
主
自
ら
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
根
本
的
な
改
革

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
陥
り
、
そ
れ
を
行
っ
た
の
が

次
の
藩
主
の
牧ま
き

野の

貞さ
だ
は
る喜
で
し
た
。（

市
史
研
究
員　

深ふ
か

谷や　
　

祐ゆ
う

）
 生涯学習課（内線 382） 生涯学習課（内線 382）

天
明
六
年
の
大
水

下市毛の常楽観音堂 笠間城内での山崩れの場所
（天明 6年笠間城修復願絵図（笠間稲荷神社所蔵）を一部加工）

17 かさまのれきし　広報かさま 2025 年２月号


