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国
定
忠
治
の
磯
沼
浚
渫
工
事

は
じ
め
に

　

Ｊ
Ｒ
両
毛
線
の
国
定
駅
（
群
馬
県
伊
勢

崎
市
）
か
ら
歩
い
て
約
15
分
の
養
寿
寺
に

は
、
あ
の
国
定
忠
治
の
墓
が
あ
り
ま
す
。

「
赤
城
山
も
今
宵
か
ぎ
り
・
・
・
」
の
く

だ
り
は
有
名
で
す
が
、
平
成
18
年
（
２
０

０
６
）に
群
馬
大
学
の
社
会
情
報
学
部
が
、

学
生
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
赤
城
山
と
聞
い
て
国
定
忠
治

を
挙
げ
た
も
の
は
皆
無
だ
っ
た
と
か
。
そ

れ
は
さ
て
お
き
、
私
た
ち
の
よ
く
知
る
国

定
忠
治
も
、
大
衆
演
劇
や
映
画
が
伝
え
た

架
空
の
姿
に
す
ぎ
ず
、博
徒
だ
っ
た
故
か
、

彼
の
実
態
を
伝
え
る
史
料
は
限
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
幕
府
の
役
人
だ
っ
た
羽
倉

外
記
は
、『
赤
城
録
』
と
い
う
忠
治
に
関

す
る
記
録
を
残
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
武

闘
派
ア
ウ
ト
ロ
ー
の
極
め
つ
け
だ
っ
た
忠

治
の
生
涯
と
と
も
に
、
あ
る
意
外
な
一
面

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
忠
治
は
敵
対
者
を

容
赦
な
く
殺
戮
す
る
一
方
で
、「
天
保
の

大
飢
饉
」
の
折
に
は
灌
漑
用
池
の
磯
沼
を

浚
渫
し
て
、
村
人
を
救
っ
た
と
い
う
の

で
す
。

博
徒
揺
籃
の
地

　

忠
治
の
故
郷
で
あ
る
赤
城
山
南
麓
を
い

だ
く
上
州
は
、
博
徒
を
生
み
出
す
歴
史
や

風
土
を
備
え
て
い
ま
し
た
。
博
徒
は
賭
場

か
ら
の
寺
銭
を
主
な
収
入
源
と
し
て
い
た

た
め
、
博
打
に
興
じ
る
余
裕
が
あ
る
裕
福

な
土
地
で
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
ま
せ

ん
。
上
州
は
火
山
性
土
壌
に
お
お
わ
れ
、

稲
作
が
困
難
で
し
た
が
、
蚕
の
飼
育
に
は

適
し
て
い
た
の
で
、
養
蚕
・
蚕
糸
・
織
物

業
に
よ
っ
て
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
、
一
年

の
稼
ぎ
は
小
藩
の
武
士
の
４
倍
も
あ
り
ま

し
た
。
結
果
、
多
く
の
遊
び
金
を
手
に
す

る
こ
と
と
な
り
、「
博
打
を
せ
ぬ
は
寺
の

本
尊
と
地
蔵
様
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
っ

た
と
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
天
領
・
藩
領
・
寺
社
領
・
旗
本

領
が
入
り
乱
れ
て
お
り
、
犯
罪
者
は
他
領

に
逃
げ
込
め
ば
追
及
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
土
地
柄
が
、

上
州
を
博
徒
揺
籃
の
地
へ
と
仕
立
て
上
げ

て
い
た
の
で
す
。

国
定
忠
治

　

忠
治
は
本
名
を
長
岡
忠
次
郎
と
い
い
、

赤
城
山
南
麓
に
あ
っ
た
国
定
村
（
現
在
の

伊
勢
崎
市
国
定
町
）
が
故
郷
で
あ
る
こ
と

か
ら
、国
定
忠
治
と
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

17
歳
で
人
を
殺
し
て
か
ら
嘉
永
３
年
（
１

８
５
０
）
に
41
歳
で
磔
刑
に
処
せ
ら
れ
る

ま
で
、
文
化
文
政
か
ら
幕
末
手
前
の
時
代

を
生
き
急
ぐ
よ
う
に
駆
け
抜
け
て
い
っ
た

の
で
す
。

　

こ
の
時
代
の
博
徒
は
、
ア
ウ
ト
ロ
ー
で

あ
り
な
が
ら
も
、
幕
府
の
警
察
組
織
で
あ

る
関
東
取
締
出
役
の
手
先
と
も
な
っ
て
い

ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
二
足
の
草
鞋
を
は

く
」
と
い
う
や
つ
で
、
幕
府
の
権
威
を
笠

に
着
て
美
味
い
汁
を
吸
う
者
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
忠
治
は
そ
れ
を
嫌
い
徹
底
的

に
お
上
に
反
抗
し
た
と
い
い
ま
す
。

羽
倉
外
記
の
『
赤
城
録
』

　
『
赤
城
録
』
を
記
し
た
羽
倉
外
記
は
、

忠
治
の
故
郷
近
く
の
代
官
を
勤
め
て
い
ま

し
た
。
ま
た
川
路
聖
謨
や
江
川
英
龍
と
と

も
に
「
幕
府
三
人
兄
弟
」 

と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
の
能
吏
で
も
あ
り
、
幕
府
の
代
表
と
も

い
う
べ
き
人
物
で
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
『
赤
城
録
』
に
は
、
次
の
よ
う
な

こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
天
保
７
年
（
１
８
３
６
）
は
日
照
り

が
続
き
、関
東
地
方
は
大
飢
饉
と
な
っ
た
。

忠
治
は
、あ
り
た
け
の
私
財
を
提
供
し
て
、

困
窮
し
て
い
る
人
々
を
助
け
た
。
こ
の
た

め
、
赤
城
付
近
で
は
餓
死
者
が
な
か
っ
た

と
い
う
。
私
（
羽
倉
）
は
赤
城
に
隣
接
す

る
緑
野
郡
の
代
官
を
勤
め
て
い
た
が
、
餓

死
者
を
出
し
て
し
ま
っ
た
。
忠
治
の
こ
と

を
聞
い
て
赤
面
し
、
背
中
に
冷
や
汗
が
流

れ
、
入
る
穴
が
な
い
こ
と
を
恨
ん
だ
」

　

幕
府
の
役
人
、
そ
れ
も
能
吏
と
呼
ば
れ

た
人
物
が
、
博
徒
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に

記
す
と
は
驚
き
で
す
が
、
続
い
て
「
翌
天

保
８
年
の
春
。
忠
治
は
田
部
井
村
に
大
賭

博
場
を
つ
く
り
、
そ
の
寺
銭
で
村
内
の
磯

沼
の
浚
渫
を
行
っ
た
。
国
定
村
は
田
部
井

村
の
隣
村
で
忠
治
の
故
郷
で
あ
り
、
磯
沼

の
下
流
に
あ
る
か
ら
、
浚
渫
で
旱
害
も
救

え
る
わ
け
で
あ
る
」
と
あ
り
、
忠
治
が
故

郷
を
救
う
た
め
、
灌
漑
用
池
の
磯
沼
を
浚

渫
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
国
定
忠
治

の
災
害
救
済
工
事
と
い
う
わ
け
で
す
が
、

こ
の
記
録
は
果
た
し
て
真
実
な
の
で
し
ょ

う
か
。

忠
治
の
判
決
伺
い

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
忠
治
は
嘉
永

３
年
に
処
刑
さ
れ
ま
す
が
、
勘
定
奉
行
が

提
出
し
た
忠
治
の
判
決
伺
い
に
は
、「
田

部
井
村
の
名
主
で
あ
る
宇
右
衛
門
と
申
し

合
わ
せ
、
溜
池
浚
い
に
事
寄
せ
小
屋
を
立

て
博
奕
を
催
し
・
・
・
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。こ
れ
は
幕
府
の
公
式
文
書
で
あ
り
、

賭
場
を
開
い
た
こ
と
が
罪
状
の
一
つ
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
溜
池
の

浚
い
が
賭
場
を
開
く
た
め
の
「
口
実
」
に

す
ぎ
な
か
っ
た
と
も
読
み
取
れ
、
実
際
に

浚
渫
工
事
を
行
っ
た
の
か
判
然
と
し
ま

せ
ん
。

『
赤
城
録
』
の
誤
り

　

そ
れ
に
『
赤
城
録
』
に
は
、
誤
り
が
あ

り
ま
す
。
ま
ず
、
忠
治
は
田
部
井
村
の
磯

沼
を
浚
渫
し
て
、
下
流
に
あ
る
故
郷
の
国

定
村
に
水
を
引
い
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
す
。
国
定
村

は
磯
沼
の
上
流
に
あ
る
の
で
、
水
を
引
く

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
磯
沼
の

浚
渫
が
史
実
だ
と
し
て
も
故
郷
を
救
う

た
め
で
は
な
く
、
磯
沼
を
利
用
し
て
い

た
田
部
井
村
の
た
め
の
工
事
で
あ
っ
た

は
ず
で
す
。

浚
渫
工
事
の
是
非

　

し
か
し
な
が
ら
、
忠
治
が
磯
沼
を
浚
渫

し
て
田
部
井
村
を
救
っ
た
と
し
て
も
不
思

議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
田
部
井
村
も
彼
の

な
わ
ば
り
で
す
し
、
博
徒
の
収
入
源
は
賭

場
か
ら
の
寺
銭
な
の
で
、
な
わ
ば
り
が
疲

弊
す
れ
ば
、
自
分
も
運
命
を
共
に
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
建
設
業
の
黎
明
期
に
は
、
博
徒
が

請
負
業
者
と
し
て
鉄
道
建
設
な
ど
に
携

わ
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
人
足
を
確
保
す
る

た
め
に
賭
場
を
開
き
、
そ
れ
は
黙
認
さ
れ

ま
し
た
。
忠
治
も
労
働
力
を
ス
ト
ッ
ク
す

る
か
た
わ
ら
、
寺
銭
を
工
事
費
に
当
て
る

と
い
う
「
一
石
二
鳥
」
の
策
を
講
じ
た
の

か
も
し
ま
せ
ん
。

天
保
の
大
飢
饉

　

そ
れ
で
は
気
候
の
点
か
ら
検
証
す
る
と

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
赤
城
山
南
麓
は
比
較

的
雨
が
少
な
く
、
火
山
性
土
壌
の
た
め
、

常
に
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

溜
池
を
浚
渫
し
て
灌
漑
用
水
を
確
保
し
よ

う
と
す
る
の
は
当
然
で
す
。

　

た
だ
し
、気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

『
赤
城
録
』
か
ら
は
、
天
保
７
年
が
旱
害

と
な
っ
た
の
で
、
翌
年
の
旱
害
対
策
の
た

め
に
翌
８
年
の
春
の
う
ち
に
、
磯
沼
の
浚

渫
工
事
を
行
っ
た
よ
う
に
読
み
取
れ
ま

す
。た
し
か
に
、７
年
は「
天
保
の
大
飢
饉
」

に
あ
た
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
旱
害
で
は
な

く
全
国
的
な
冷
害
や
多
雨
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
地
方
で
も
雨

が
降
り
続
い
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
も
『
赤

城
録
』
と
食
い
違
い
ま
す
。
前
述
の
と
お

り
、
赤
城
山
南
麓
は
旱
害
の
常
襲
地
帯
な

の
で
、
い
つ
灌
漑
用
池
を
整
備
し
て
も
お

か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
ざ
わ
ざ
風
雨

多
き
年
の
翌
春
に
行
う
で
し
ょ
う
か
。

　

む
し
ろ
、
天
保
８
年
が
旱
害
に
あ
っ
て

お
り
、
用
水
確
保
が
必
要
な
状
況
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
、
忠
治
の
工
事
が
翌
９
年
の

春
で
あ
れ
ば
、『
赤
城
録
』
の
記
述
ど
お

り
で
納
得
が
い
き
ま
す
。

お
わ
り
に

　
『
赤
城
録
』
に
よ
る
と
、
浚
渫
工
事
を

行
っ
た
天
保
８
年
の
３
月
28
日
に
、
忠
治

は
賭
場
を
役
人
に
急
襲
さ
れ
て
、
会
津
へ

逃
げ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
の
高
橋

敏
氏
に
よ
れ
ば
、
地
元
に
残
る
史
料
な
ど

か
ら
、
こ
れ
は
翌
９
年
３
月
26
日
の
こ
と

で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
直
近

の
日
付
に
も
誤
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
磯
沼
の
浚
渫
工
事
も
天
保
８

年
で
は
な
く
９
年
の
春
の
こ
と
だ
と
考
え

た
い
も
の
で
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

養寿寺（伊勢崎市国定町）

国定忠治の墓碑

磯沼があったという伊勢崎市あずまスタジアムの北西側（伊勢崎市田部井町）
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