
花
と
祭
り
の
郷 

秩
父

ち

ち

ぶ

・
長
瀞

な
が
と
ろ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内 

田 

秀 

之 

 

 

広
大
な
関
東
平
野
に
流
れ
る
荒
川
の
源
流
、

埼
玉
県
西
部
に
秩
父
盆
地
が
あ
り
ま
す
。
関
越

自
動
車
道
で
東
京
か
ら
新
潟
方
面
に
向
か
う
途

中
、
花
園
Ｉ
Ｃ
に
差
し
か
か
る
と
左
に
山
が
近

づ
い
て
見
え
て
き
ま
す
。
車
で
出
か
け
て
帰
っ

て
来
る
と
、
い
つ
も
「
あ
の
山
の
奥
に
人
の
住

め
る
所
が
あ
る
の
か
な
？
」
と
実
際
に
住
ん
で

い
る
私
で
も
つ
い
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

秩
父
地
方
の
面
積
は
埼
玉
県
の
四
分
の
一
以

上
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
山
岳
地
帯
で
占
め

ら
れ
、
わ
ず
か
な
平
地
に
人
口
が
集
中
し
て
い

ま
す
。
少
な
い
耕
地
や
山
の
斜
面
を
耕
し
、
養

蚕
を
行
い
、
昔
か
ら
多
く
の
人
々
が
忍
耐
強
く

生
活
を
続
け
て
き
ま
し
た
。 

そ
の
よ
う
な
苦
労
の
多
い
土
地
で
も
住
め
ば

都
、
四
季
折
々
の
自
然
に
囲
ま
れ
た
山
河
は
素

晴
ら
し
く
、
今
で
は
離
れ
ら
れ
な
い
故
郷
に
な

っ
て
い
ま
す
。 

【
地
形
と
交
通
】 

そ
の
山
深
い
秩
父
を
よ
く
表
現
し
た
も
の
に

秩
父
音
頭
が
あ
る
の
で
、
そ
の
一
節
を
紹
介
し

ま
す
。 

〽
ハ
ア
ー
ア
ー 

ア
ー
ア 

ア
ー
エ
ー 

 

鳥
も
渡
る
か 

あ
の
山
越
え
て 

 

鳥
も
渡
る
か 

あ
の
山
越
え
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
コ
ラ
シ
ョ
） 

 

雲
の
ナ
ー 

ア
ー
ア 

ア
ー
エ
ー 

雲
の
さ
わ
立
つ 

ア
レ
サ
奥
秩
父 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日
本
百
名
山
の
一
つ
甲こ

武ぶ

信し

岳
（
甲
州
・
武

州
・
信
州
の
境
界
に
あ
り
、
そ
の
一
字
ず
つ
を

取
っ
た
）
は
、
標
高
二
、
四
七
五
メ
ー
ト
ル
で

埼
玉
県
の
山
と
し
て
は
第
二
の
高
峰
で
す
。
秩

父
多
摩
国
立
公
園
の
中
央
に
あ
っ
て
、
山
梨

県
・
長
野
県
・
埼
玉
県
の
境
界
に
ま
た
が
り
、

山
梨
県
側
に
笛
吹
川
、
長
野
県
側
に
千
曲
川
、

そ
し
て
埼
玉
県
側
に
は
荒
川
を
発
す
る
分
水
嶺

で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
荒
川
が
関
東
平
野
に
流

れ
出
る
所
ま
で
が
秩
父
地
方
で
、
さ
ら
に
下
っ

て
は
東
京
湾
に
そ
そ
ぎ
ま
す
。 

 

交
通
の
発
達
し
た
現
在
は
簡
単
に
入
れ
る
秩

父
も
、
ち
ょ
う
ど
す
り
鉢
の
よ
う
な
地
形
の
底

に
あ
る
の
で
、
か
つ
て
は
い
ず
れ
の
方
向
か
ら

も
峠
を
越
え
て
入
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
秩
父
へ
入
る
峠
の
数
は
大
小
合
わ
せ

て
二
十
三
ほ
ど
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。 

そ
の
中
で
も
代
表
的
な
峠
が
雁
坂
峠
で
す
。

雁
坂
峠
は
日
本
三
大
峠
の
一
つ
で
、
こ
の
高
く

険
し
い
峠
道
は
か
つ
て
秩
父
往
還
と
い
わ
れ
、

甲
州
か
ら
武
州
へ
抜
け
る
峠
越
し
の
難
所
で
し

た
。 現

在
の
埼
玉
県
か
ら
山
梨
県
へ
通
じ
る
国
道

一
四
〇
号
は
、
こ
の
険
し
い
山
と
谷
に
阻
ま
れ

て
長
い
間
「
開
か
ず
の
国
道
」
と
い
わ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
平
成
十
年
に
両
県
を
繋
ぐ
雁
坂
ト

ン
ネ
ル
が
雁
坂
峠
の
下
に
開
通
し
ま
し
た
。
こ

の
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
は
六
、
六
二
五
メ
ー
ト
ル
あ

り
、
一
般
国
道
の
山
岳
ト
ン
ネ
ル
と
し
て
は
日

本
一
の
長
さ
で
す
。 

私
も
こ
の
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
が
開
通

し
て
か
ら
、
山
梨
県
へ
の
日
帰
り
の
観
光
や
登

山
が
可
能
に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
恩
恵
を
受
け
て

い
ま
す
。
秩
父
往
還
は
日
本
の
道
百
選
に
も
選

ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
四
十
年
頃
に
は

西
関
東
連
絡
道
路
（
花
園
Ｉ
Ｃ
～
雁
坂
ト
ン
ネ

ル
～
甲
府
市
）
が
整
備
さ
れ
、
さ
ら
に
便
利
に

な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

【
秩
父
札
所
】 



こ
の
よ
う
な
交
通
不
便
な
秩
父
地
方
で
も
、

外
か
ら
の
文
化
が
早
く
か
ら
流
れ
込
ん
で
き
た

の
は
絹
の
里
と
し
て
、
ま
た
観
音
霊
場
と
し
て

多
く
の
人
が
訪
れ
、
外
界
の
影
響
を
強
く
受
け

た
た
め
で
し
ょ
う
。 

秩
父
札
所
三
十
四
ヵ
所
は
西
国
三
十
三
ヵ
所
、

板
東
三
十
三
ヵ
所
を
合
わ
せ
日
本
百
観
音
霊
場

に
数
え
ら
れ
、
百
観
音
の
結
願
寺
も
こ
こ
に
あ

り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
庶
民
の
間
に
観
音
信
仰

が
広
ま
り
、
多
く
の
巡
礼
さ
ん
で
賑
わ
っ
て
各

地
の
文
化
も
多
く
入
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。 

秩
父
路
に
春
が
訪
れ
梅
が
咲
き
だ
す
こ
ろ
に

な
る
と
、
白
装
束
の
お
遍
路
さ
ん
が
一
巡
約
百

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
札
所
を
巡
る
姿
が
見
う
け
ら

れ
ま
す
。 

 

こ
の
札
所
の
一
つ
に
二
十
三
番
「
音
楽
寺
」

が
あ
り
ま
す
が
、
歌
上
達
祈
願
に
御
利
益
が
あ

る
と
い
う
こ
と
か
ら
歌
を
志
す
人
や
歌
手
が
お

参
り
に
来
る
そ
う
で
す
。
ま
た
こ
こ
は
明
治
十

七
年
に
起
こ
っ
た
農
民
の
武
装
蜂
起
「
秩
父
困

民
党
事
件
」
の
集
結
の
寺
で
「
秩
父
困
民
党
無

名
戦
士
の
墓
」
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

音
楽
寺
の
近
く
に
、
今
で
は
全
国
各
地
の
卒

業
式
で
広
く
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
旅
立

ち
の
日
に
」
に
因
ん
だ
「
旅
立
ち
の
丘
」
が
、

秩
父
市
内
を
一
望
す
る
長
尾
根
丘
陵
の
一
角
、

秩
父
ミ
ュ
ー
ズ
パ
ー
ク
内
に
建
っ
て
い
ま
す
。

丘
を
訪
れ
た
人
々
を
「
旅
立
ち
の
日
に
」
の
メ

ロ
デ
ィ
ー
で
出
迎
え
ま
す
。 

【
武
甲
山
と
芝
桜
】 

昔
、
巡
礼
さ
ん
や
絹
の
商
い
な
ど
で
秩
父
を

訪
れ
た
人
々
が
峠
に
立
っ
た
と
き
、
ま
ず
目
を

引
く
の
が
兜
形
の
堂
々
と
し
た
勇
姿
を
見
せ
る

秩
父
の
シ
ン
ボ
ル
武
甲
山
で
し
た
。 

こ
の
山
は
全
山
石
灰
岩
で
覆
わ
れ
て
い
る
た

め
、
セ
メ
ン
ト
の
材
料
と
し
て
大
正
十
二
年
に

採
掘
が
開
始
さ
れ
、
最
近
は
急
速
に
採
掘
が
進

み
一
、
三
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
も
現
在
は
一
、

二
九
五
メ
ー
ト
ル
に
な
り
、
十
一
メ
ー
ト
ル
も

標
高
が
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
武
甲
山
は
日
本
二
百
名
山
の
一
つ
で

す
が
、
こ
の
山
の
麓
、
羊
山
丘
陵
の
斜
面
を
利

用
し
て
九
種
類
四
十
万
株
以
上
の
芝
桜
が
パ
ッ

チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
植
裁
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
「
芝
桜
の
丘
」
は
、
四
月
中
旬
か
ら
五
月
上

旬
に
か
け
て
見
ご
ろ
で
、
大
勢
の
観
光
客
で
賑

わ
い
ま
す
。 

【
秩
父
夜
祭
】 

〽
ハ
ア
ー
ア
ー 

ア
ー
ア 

ア
ー
エ
ー 

 

秋
蚕

あ

き

ご

仕
舞
う
て 

麦
蒔
き
終
え
て 

 
 

秋
蚕
仕
舞
う
て 

麦
蒔
き
終
え
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
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ラ
シ
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秩
父
ナ
ー 

ア
ー
ア 

ア
ー
エ
ー 

 
 

 

秩
父
夜
祭 

ア
レ
サ
待
つ
ば
か
り 

 

秩
父
は
山
に
囲
ま
れ
た
狭
い
地
域
な
が
ら
祭

り
の
多
い
所
で
す
。
そ
の
数
や
四
百
五
十
前
後

あ
り
、
日
本
一
祭
り
の
多
い
所
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
珍
し
い
祭
り
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
が
、
特
に
秩
父
夜
祭
は
有
名
で
す
。 

 

秩
父
音
頭
の
歌
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
昔
、

副
業
と
し
て
桑
を
植
え
蚕
を
育
て
、
そ
の
繭
か

ら
糸
を
紡
ぎ
絹
織
物
を
織
っ
て
生
活
を
支
え
て

き
ま
し
た
。
秩
父
は
山
国
で
荒
地
が
多
く
農
作

業
に
適
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
秩
父
銘

仙
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
織
物
は
も
ち
ろ
ん
、

養
蚕
農
家
も
今
で
は
す
っ
か
り
衰
退
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
群
馬
県
に
次
ぎ

全
国
二
位
。
養
蚕
の
伝
統
を
後
世
に
伝
え
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。 

養
蚕
の
盛
ん
な
頃
は
春
蚕
か
ら
始
ま
り
一
一



月
の
秋
蚕
ま
で
年
五
回(

現
在
は
四
回
？)

行
わ

れ
、
秋
の
取
入
れ
も
終
わ
る
十
二
月
三
日
が
秩

父
夜
祭
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
こ
の
秩
父
夜
祭

で
絹
の
市
も
立
ち
、
秩
父
の
経
済
を
潤
し
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

秩
父
夜
祭
は
京
都
祇
園
祭
、
飛
騨
高
山
祭
と

共
に
日
本
三
大
曳
山
祭
と
い
わ
れ
、
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
六
基
ほ
ど
の

豪
華
絢
爛
な
山
車
が
秩
父
屋
台
囃
子
の
力
強
い

音
に
乗
っ
て
曳
き
回
さ
れ
、
県
外
か
ら
も
多
く

の
人
々
が
見
物
に
訪
れ
ま
す
。 

【
観
光
地 

長
瀞
】 

〽
ハ
ア
ー
ア
ー 

ア
ー
ア 

ア
ー
エ
ー 

 
 

花
の
長
瀞 

あ
の
岩い

わ

畳
だ
た
み 

 
 

 

花
の
長
瀞 

あ
の
岩
畳 
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誰
を
ナ
ー 

ア
ー
ア 

ア
ー
エ
ー 

 
 

 
 

誰
を
待
つ
や
ら 

ア
レ
サ
お
ぼ
ろ
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

秩
父
地
方
は
山
紫
水
明
の
自
然
に
恵
ま
れ
た

土
地
で
、
特
に
長
瀞
は
日
本
観
光
地
百
選
や
日

本
桜
の
名
所
百
選
に
も
選
ば
れ
、
東
京
を
初
め

近
県
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
景
勝
の
地

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

有
名
な
の
は
、
国
の
名
勝
天
然
記
念
物
で
あ

る
段
丘
状
の
自
然
岩
石
庭
園(

岩
畳)

で
、
荒
川

の
流
れ
に
沿
っ
て
幅
五
十
メ
ー
ト
ル
長
さ
八
百

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
結
晶
片
岩

が
地
下
の
深
層
部
か
ら
の
隆
起
に
よ
っ
て
出
現

し
た
も
の
で
、
日
本
で
は
最
も
古
い
岩
石
で
す
。

地
質
学
上
貴
重
な
「
紅
簾
石
片
岩
」
も
こ
の
近

く
に
あ
り
、
こ
の
辺
り
の
岩
石
は
日
本
列
島
の

生
い
立
ち
を
研
究
す
る
上
で
も
重
要
で｢

地
球

の
窓
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
明
治
十
一
年
に

東
京
大
学
に
地
質
学
が
初
め
て
導
入
さ
れ
、
初

代
教
授
の
ナ
ウ
マ
ン
博
士
が
長
瀞
を
調
査
し
ま

し
た
。
以
来
長
瀞
は
「
日
本
地
質
学
発
祥
の
地
」

に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
岩
畳
の
下
流
に
は
上
部
直
径
一
・
九
メ

ー
ト
ル
、
深
さ
五
・
八
メ
ー
ト
ル
程
の
日
本
一

大
き
い
甌お

う

穴け
つ

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
岩
畳
を
中
心

に
春
の
新
緑
、
秋
の
紅
葉
の
頃
は
特
に
見
事
で
、

多
く
の
人
々
で
賑
わ
い
ま
す
。 

こ
の
岩
畳
の
西
側
に
、
宝
の
山
に
登
る
と
い

う
縁
起
の
良
い
宝ほ

登
山

ど

さ

ん

が
あ
り
、
そ
の
麓
に
は

大
和
武
尊
縁
の
宝
登
山
神
社
も
あ
り
ま
す
。
一

月
中
旬
に
な
る
と
山
頂
に
ロ
ウ
バ
イ
が
咲
き
始

め
、
甘
い
香
り
を
漂
わ
せ
ま
す
。
山
頂
か
ら
は

百
名
山
の
両
神
山
や
甲
武
信
岳
な
ど
の
秩
父
連

山
が
一
望
さ
れ
、
花
と
展
望
を
楽
し
み
に
県
外

か
ら
も
ハ
イ
キ
ン
グ
を
兼
ね
て
訪
れ
る
人
が
多

く
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
ロ
ウ
バ
イ
に
限
ら
ず
「
花
の
長
瀞
」
と

歌
わ
れ
る
よ
う
に
梅
・
カ
タ
ク
リ
・
桜
・
ツ
ツ

ジ
・
ヤ
マ
ブ
キ
・
ポ
ピ
ー
・
ハ
ナ
ビ
シ
ソ
ウ
と

春
の
花
か
ら
始
ま
り
秋
の
七
草
・
コ
ス
モ
ス
・

紅
葉
ま
で
一
年
中
花
が
絶
え
ま
せ
ん
。 

冬
の
間
は
静
か
な
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
ま
す

が
、
三
月
に
な
り
草
木
の
芽
吹
き
が
始
ま
る
と

急
に
活
気
に
満
ち
て
き
ま
す
。
そ
し
て
長
瀞
ラ

イ
ン
下
り
と
、
Ｓ
Ｌ
列
車
の
運
転
が
始
ま
り
ま

す
。 【

都
心
か
ら
一
番
近
い
Ｓ
Ｌ
】 

埼
玉
県
北
部
か
ら
西
部
に
か
け
て
走
っ
て
い

る
秩
父
鉄
道
。
こ
こ
で
最
近
人
気
な
の
が
、
パ

レ
オ
エ
ク
ス
プ
レ
ス
と
い
う
名
前
の
Ｓ
Ｌ
（
蒸

気
機
関
車
）
で
す
。
春
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
と
と

も
に
運
行
さ
れ
、
秩
父
路
を
一
日
一
往
復
し
ま

す
。
熊
谷
駅
か
ら
三
峰
口
駅
ま
で
の
約
六
十
キ



ロ
メ
ー
ト
ル
を
二
時
間
半
ほ
ど
か
け
て
、
ゆ
っ

く
り
と
走
っ
て
い
ま
す
。
停
車
駅
で
は
写
真
撮

影
が
で
き
、
子
ど
も
た
ち
に
大
変
喜
ば
れ
て
い

ま
す
。 

因
み
に
こ
の
パ
レ
オ
エ
ク
ス
プ
レ
ス
と
は
千

三
百
万
年
前
に
全
滅
し
た
「
パ
レ
オ
パ
ラ
ド
キ

シ
ア
」
と
い
う
恐
竜
の
化
石
が
秩
父
で
発
見
さ

れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。 

パ
レ
オ
パ
ラ
ド
キ
シ
ア
は
海
辺
に
住
ん
で
い

た
恐
竜
で
、
昔
秩
父
の
辺
り
は
海
の
入
り
江
だ

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
証
明
す
る
貝
の
化
石

な
ど
が
各
地
で
沢
山
出
土
し
ま
す
。 

 

Ｓ
Ｌ
に
乗
り
秩
父
に
入
れ
ば
、
沿
線
に
は
川

あ
り
山
あ
り
渓
谷
あ
り
で
、
変
化
に
富
ん
だ
風

景
は
き
っ
と
乗
車
さ
れ
た
方
を
満
足
さ
せ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。 

そ
の
秩
父
の
山
奥
に
は
熊
・
カ
モ
シ
カ
・
鹿
・

猪
・
猿
な
ど
、
ま
ず
本
州
に
い
る
動
物
の
ほ
と

ん
ど
が
棲
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
こ
の
観
光
地
長
瀞
の
近
く
で
さ
え
、
熊
が

出
た
と
か
猪
に
畑
を
荒
ら
さ
れ
た
と
か
、
体
当

た
り
さ
れ
て
怪
我
を
し
た
と
か
い
ろ
い
ろ
な
話

を
聞
き
ま
す
。 

乗
り
物
で
は
、
長
瀞
の
荒
川
を
舟
で
下
る
ラ

イ
ン
下
り
、
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
や
カ
ヌ
ー
も
体
験

で
き
ま
す
。 

【
和
同
開
珎

わ

ど
う

か
い
ち

ん

と
美み

の
山や

ま

】 

 

秩
父
の
歴
史
を
語
る
と
き
、
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
も
の
一
つ
に
「
和
同
開
珎
」
が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
は
今
か
ら
一
三
〇
〇
年
前
、
元
明
天
皇

の
慶
雲
五
年(

七
〇
八
年)

に
、
こ
の
秩
父
の
里

か
ら
自
然
銅
が
採
掘
さ
れ
、
時
の
大
和
朝
廷
に

献
上
し
た
と
こ
ろ
天
皇
は
大
い
に
喜
ば
れ
て
、

年
号
を
「
和
銅
」
と
改
元
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

銅
を
使
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
の
が
、
日
本
最
古
の

通
貨
と
言
わ
れ
た
和
同
開
珎
で
す
。
現
在
で
は
、

富
本
銭
が
最
古
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際

に
流
通
し
た
の
か
は
不
明
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

長
瀞
か
ら
秩
父
へ
向
か
う
国
道
一
四
〇
号
の

左
手
に
、
県
立
公
園
に
指
定
さ
れ
た
関
東
の
吉

野
山
と
言
わ
れ
る
桜
の
名
所
「
美
の
山
」
が
あ 

り
ま
す
。
こ
の
山
の
西
側
の
岩
肌
に
「
和
銅
」

と
遠
目
に
も
分
か
る
、
大
き
く
彫
ら
れ
た
文
字

が
あ
り
、
そ
の
裏
山
に
銅
を
露
天
掘
り
し
た
採

掘
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。 

銅
の
採
掘
場
は
秩
父
郡
の
か
な
り
広
い
範
囲

に
わ
た
っ
て
お
り
、
私
の
住
ん
で
い
る
長
瀞
町

に
も
「
西
浦
採
銅
抗
」
と
い
う
坑
道
が
あ
り
ま

す
が
、
崩
壊
も
無
く
ほ
ぼ
完
全
な
状
態
で
原
形

を
留
め
、
町
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

■
お
わ
り
に 

平
成
二
十
一
年
三
月
末
か
ら
始
ま
っ
た
Ｎ
Ｈ

Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
つ
ば
さ
」
の
舞
台
は
埼

玉
県
川
越
市
で
す
が
、
私
の
住
む
長
瀞
町
も
舞

台
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
埼
玉
は
意
外
と
全
国

上
位
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

「
つ
ば
さ
」
の
舞
台
の
川
越
は
倉
敷
・
近
江

八
幡
に
続
き
、
蔵
作
り
の
街
並
み
人
気
投
票
で

三
位
。 

ラ
イ
ン
下
り
で
は
保
津
川
、
四
万
十
川
、
天

竜
川
に
続
き
長
瀞
が
第
四
位
。 

花
絶
景
ベ
ス
ト
二
〇
に
は
前
述
の
羊
山
公
園

の
芝
桜
と
幸
手
市
の
権
現
堂
桜
堤
が
入
っ
て
い

ま
す
。 

 

企
業
博
物
館
で
は
、
さ
い
た
ま
市
の
鉄
道
博

物
館
が
第
一
位
だ
そ
う
で
す
。（
以
上
、
埼
玉
県

広
報
誌
「
彩
の
国
だ
よ
り
」
よ
り
） 

私
の
故
郷
、
秩
父
・
長
瀞
は
も
ち
ろ
ん
、
埼

玉
は
意
外
に
見
応
え
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
再
認

識
し
た
と
こ
ろ
で
す
。 


