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寝
太
郎
堰
の
碑
　
そ
の
一

く
、
い
か
に
地
域
の
人
び
と
が
、
寝
太
郎
に
感
謝
し
て
い
る

の
か
が
偲
ば
れ
た
。
錦
帯
橋
で
も
感
じ
た
が
、
す
ぐ
れ
た
土

木
の
仕
事
は
、
時
代
を
超
え
て
人
び
と
の
身
も
心
も
潤
し
続

け
る
の
だ
。

　
し
か
し
、
肝
心
の
寝
太
郎
だ
が
、
実
際
は
何
者
な
の
だ
ろ

う
か
。
ま
さ
か
伝
説
の
と
お
り
昔
話
の
主
人
公
が
、
本
当
に

お
と
ぎ
の
国
か
ら
や
っ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
線
路

向
こ
う
北
側
の
在
来
線
の
厚
狭
駅
前
に
あ
る
と
い
う
寝
太
郎

の
銅
像
を
見
に
行
く
こ
と
に
し
た
。 

（
つ
づ
く
）

も
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
の
大
旱
魃
の
際
の
豊
作
を
記

念
し
て
建
て
ら
れ
た
「
旱
魃
記
念
碑
」
は
、
寝
太
郎
堰
の
恩

恵
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
そ
の
年
は
春
以
来
干
天
が
続
き
、
厚
狭
郡
内
で
は
植
付
計

画
面
積
六
万
六
千
反
に
対
し
、
植
付
不
能
面
積
が
七
千
反
、

苗
の
枯
死
が
四
万
八
千
反
に
達
し
、
六
千
戸
の
農
家
に
被
害

が
及
ん
だ
。
し
か
し
、
寝
太
郎
堰
の
灌
漑
地
域
は
、
そ
の
よ

う
な
旱
魃
を
も
の
と
も
せ
ず
、
二
割
も
の
増
収
を
記
録
し
た

と
い
う
。 

約
一
・
二
㍍
の
石
碑
に
は
、
晴
天
が
続
い
た
日
付

の
後
に
、「
大
井
手
掛
ノ
ミ
満
作
」
と
短
く
も
誇
ら
し
げ
に
書

か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
井い

手で

」
と
は
井
堰
の
こ
と
で
あ

り
、
大
井
手
掛
は
寝
太
郎
堰
の
灌
漑
地
域
を
指
す
。

　
実
は
、
こ
の
碑
は
長
く
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
。『
宇
部

日
報
』
の
平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日
号
に
よ
る
と
、
当
時

厚
狭
図
書
館
の
館
長
だ
っ
た
開か

い

初は
つ

茂
夫
氏
が
、『
山
陽
町
史
』

に
記
さ
れ
て
い
る
同
碑
が
境
内
に
な
い
こ
と
を
不
審
に
思
い
、

同
年
七
月
の
末
に
神
社
の
周
辺
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
片
隅
に

根
本
か
ら
折
れ
、
横
倒
し
に
な
っ
た
石
碑
を
発
見
し
た
。

　
貴
重
な
資
料
で
あ
る
た
め
、
地
元
で
石
材
店
を
営
む
村
上

昭
治
氏
に
修
復
の
見
積
り
を
依
頼
す
る
と
、
村
上
氏
は
地
元

へ
の
恩
返
し
だ
と
無
償
で
こ
れ
を
引
き
受
け
、
発
見
か
ら
間

も
な
い
八
月
十
一
日
に
石
碑
は
み
ご
と
再
建
さ
れ
た
。
本
来

の
仕
事
を
後
回
し
に
し
た
の
か
と
思
う
ほ
ど
修
復
作
業
が
早

っ
た
灌
漑
用
取
水
堰
「
寝ね

太た

郎ろ
う

堰ぜ
き

」
が
あ
る
と
い
う
。
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
押
し
て
い
た
が
、
横
浜
在
住
の
私
に
は
そ
う
そ

う
気
軽
に
行
け
る
場
所
で
も
な
い
の
で
、
な
ん
と
し
て
も
立

ち
寄
る
こ
と
に
し
た
。

　
新
岩
国
駅
か
ら
新
幹
線
こ
だ
ま
号
で
五
十
分
ほ
ど
の
厚あ

さ狭

駅
は
、山
陽
本
線
と
美み

ね祢
線
が
接
続
す
る
駅
だ
が
、平
成
十
一

年
に
山
陽
新
幹
線
の
駅
と
し
て
も
開
業
し
た
。
こ
の
駅
を
挟

ん
だ
広
瀬
と
鴨か

も
の
し
ょ
う庄
の
南
北
二
つ
の
字あ

ざ

か
ら
な
る
地
域
は
、

「
千ち

町ま
ち

ヶ
原
」
と
よ
ば
れ
、寝
太
郎
堰
に
よ
っ
て
美
田
が
拓
か

れ
た
と
い
う
。
広
大
な
土
地
が
水
田
と
な
っ
た
た
め
、「
千
町
」

と
名
づ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）

の
記
録
で
は
、
田
数
が
百
町
三
畝
一
二
歩
と
あ
る
の
で
、
江

戸
時
代
末
期
に
は
約
一
〇
〇
㌶
が
水
田
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
現
在
の
厚
狭
駅
南
側
は
、が
ら
ん
と
し
た
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー

を
囲
む
よ
う
に
更
地
が
広
が
り
、
ぽ
つ
ぽ
つ
と
住
宅
や
複
合

施
設
ら
し
き
建
物
が
み
え
る
開
発
途
上
の
風
景
で
、
千
町
ヶ

原
も
今
後
は
ま
す
ま
す
様
相
を
変
え
て
い
く
の
に
違
い
な
い
。

　
さ
て
、
厚
狭
駅
南
側
の
新
幹
線
口
か
ら
西
へ
五
〇
〇
㍍
ほ

ど
歩
く
と
、
住
宅
地
に
小
さ
な
寝
太
郎
荒
神
社
が
あ
る
。
こ

の
社
は
、寝
太
郎
を
祭
神
と
し
て
祀
っ
て
い
る
た
め
、「
寝
太

郎
舊
跡
紀
念
碑
」
な
ど
の
碑
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
な
か
で

帯
橋
の
岩
国
か
ら
下
関
へ
と
向
か
う
途
中
の
山
陽
小

野
田
市
に
、
昔
話
の
主
人
公
「
三
年
寝
太
郎
」
が
造
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