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佐賀平野を養う水利用

宮地米蔵
みやじよねぞう

元福岡大学教授

1919年佐賀県生まれ。九州帝国大学法学部卒業。福岡大学法学部教授を経て、
久留米大学教授。1996年退職。専門は行政法。研究の基礎は、フランス革命以
来の課題である「自由と平等」及び「共同体Community」においている。

主な著書に『佐賀平野の水利慣行調査-佐賀平野の水利秩序とその調整』（九州
農政局筑後川水系農業水利調査事務所 1976）、『水の博物誌』（福岡県自治体問
題研究所編合同出版 1979）、『佐賀平野の水と土』（監修新評社 1977）ほか

降れば洪水、照れば旱魃
かんばつ

。

佐賀平野の厳しい自然条件は

水を使う智恵を高度に磨いていきました。

江湖
えご

やアオ取水、激しい干満の差、ガタ土など、

この地ならではの事柄を抜きにして、

佐賀平野の水利は理解できません。

徹底的に現場を歩いてきた宮治米蔵さんに

風土と一体となった、

幕藩体制下の水利事業を語っていただきました。

筑
後
川

佐
賀
平
野
の
水
利
は
、
筑
後
川
と
、

嘉
瀬
川
を
代
表
と
し
た
天
井
川
と
、
江

湖
を
ク
リ
ー
ク
で
つ
な
い
だ
広
大
な
仕

組
み
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
有
明
海

の
大
き
な
干
満
の
差
、
水
源
山
地
の
性

質
と
い
っ
た
風
土
が
あ
り
ま
し
た
。

筑
後
川
は
、
利
根
川
の
﹁
坂
東
太
郎
﹂、

吉
野
川
の
﹁
四
国
三
郎
﹂
と
と
も
に
、

﹁
筑
紫
次
郎
﹂
と
並
び
称
さ
れ
る
川
で

す
。
阿
蘇
外
輪
山
を
水
源
と
し
て
、
九

州
中
部
を
、
東
か
ら
西
に
流
れ
、
有
明

海
に
注
い
で
い
ま
す
。

上
流
は
肥
後
（
熊
本
県
小
国
）
、
豊
後

（
大
分
県
日
田
、
玖
珠
、
九
重
）
、
中
流
は
筑
前

（
福
岡
県
甘
木
、
朝
倉
）
、
筑
後
（
福
岡
県
浮
羽
、

三
井
、
小
郡
、
久
留
米
）
、
下
流
は
肥
前
（
佐

賀
県
基
山
、
田
代
、
鳥
栖
、
三
養
基
、
神
埼
、
佐
賀

市
）
で
す
。
中
・
下
流
で
い
う
と
、
右

岸
は
筑
前
、
筑
後
、
肥
前
、
左
岸
は
筑

後
、
柳
川
で
筑
後
川
は
国
境

く
に
ざ
か
い

と
な
っ
て

い
ま
す
。

封
建
時
代
の
常
と
し
て
各
藩
と
も
自

国
中
心
の
護
岸
、
水
制
、
堤
防
を
設
け
、

中
流
で
は
洪
水
を
対
岸
に
追
い
や
る
刎は

ね
を
、
下
流
で
は
自
領
に
水
を
持
ち
込

む
荒
籠

あ
ら
こ

を
設
け
自
国
の
津

み
な
と

の
水
深
を
確

保
す
る
こ
と
に
努
め
ま
し
た
。
濫
設
さ

れ
た
護
岸
、
水
制
は
か
え
っ
て
筑
後
川

の
正
常
な
流
れ
を
阻
害
す
る
も
の
と
な

り
ま
し
た
。

荒
籠
　
刎
ね

岸
に
対
し
て
直
角
も
し
く
は
下
流
に
向
か
っ
て
、
川

の
中
に
つ
く
ら
れ
た
水
制
工
。
刎
ね
は
洪
水
を
刎
ね

返
す
構
造
物
。
荒
籠
は
筑
後
川
の
よ
う
な
感
潮
河
川

特
有
の
も
の
で
水
刎
ね
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
沈
砂

作
用
を
調
整
し
、
舟
運
に
利
す
る
た
め
に
も
用
い
ら

れ
る
。
水
制
工
に
当
た
っ
た
水
が
対
岸
に
不
具
合
を

引
き
起
こ
し
た
の
で
、
し
ば
し
ば
争
い
の
元
と
な
っ

た
。

筑
後
川
は
蛇
行
の
著
し
い
川
で
す
。

蛇
行
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
し
護
岸
︵
刎

ね
、
荒
籠
︶
を
除
去
す
る
こ
と
は
、
明

治
以
降
の
筑
後
川
治
水
の
眼
目
と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
洪
水
被
害
を
抑
え
る

た
め
に
、
明
治
政
府
は
大
き
く
蛇
行
し

た
流
路
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
捷
水
路

し
ょ
う
す
い
ろ

と
い
い
ま
す
。

現
在
、
筑
後
川
の
北
西
側
で
あ
っ
て

も
福
岡
県
で
あ
っ
た
り
、
逆
に
南
東
側

で
あ
っ
て
も
佐
賀
県
で
あ
っ
た
り
す
る

の
は
、
こ
の
流
路
変
更
に
因
る
も
の
で
、

も
と
も
と
は
お
境
川
だ
っ
た
の
で
す
。

新
し
く
掘
っ
た
捷
水
路
は
、
水
流
に

堪
え
る
よ
う
に
河
床
に
石
を
張
っ
て
強

固
に
し
ま
し
た
。
﹁
床
固
め
﹂
と
い
っ

て
、
今
で
も
小
森
野
と
坂
口
に
見
ら
れ

ま
す
。（
地
図
27
、
写
真
36
、
37
ペ
ー
ジ
参
照
）

有
明
海
と
い
う
の
は
干
満
の
差
が
非

常
に
大
き
く
、
高
潮
の
被
害
も
大
き
い

所
で
す
。
だ
い
た
い
ど
こ
の
川
で
も
、

満
潮
時
に
は
潮
が
25
d
ぐ
ら
い
ま
で
遡

り
ま
す
。
筑
後
川
で
25
d
と
い
う
と
久

留
米
ま
で
い
き
ま
す
が
、
今
は
筑
後
大

堰
が
で
き
て
潮
を
閉
め
切
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
そ
こ
よ
り
５
d
下
流
で
止
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

普
通
、
そ
の
川
が
ど
こ
の
海
に
流
れ

る
か
な
ん
て
い
う
こ
と
を
、
み
な
さ
ん
、

ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
ね
、
玄
界
灘
に
流
れ
る
か
、

有
明
海
に
流
れ
る
か
で
、
川
の
性
質
が

全
然
違
い
ま
す
。

有
明
海
は
干
潮
時
に
は
干
潟
に
な
り

ま
す
か
ら
、
海
岸
に
は
港
が
な
い
ん
で

す
。
そ
れ
で
川
湊
が
発
達
し
た
。
津
と

い
う
の
は
、
湊
で
す
。
諸
富
津

も
ろ
ど
み
つ

、
寺
井

津
、
早
津
江

は

や

つ

え

。
津
と
い
う
地
名
が
や
た

ら
と
多
い
。
津
と
か
、
島
と
か
。

全
国
的
に
見
た
ら
、
浦
と
い
う
の
が

多
い
で
し
ょ
。
有
明
海
に
は
、
浦
と
い

う
の
は
な
い
ん
で
す
。
わ
ず
か
に
大
浦

海と川と土をつなぐクリーク
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な
ん
て
い
う
名
前
が
出
て
き
ま
す
け
ど
。

津
が
で
き
た
の
は
、
だ
い
た
い
海
抜

４
c
の
所
で
、
有
明
海
の
潮
汐
の
限
界

点
下
流
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
面
白
い

こ
と
に
、
津
を
結
ぶ
と
、
主
要
街
道
に

な
る
ん
で
す
ね
。
国
道
34
号
線
の
長
崎

街
道
、
国
道
２
６
４
号
の
江
見
線
な
ど

が
そ
れ
で
す
。
こ
れ
は
、
貝
塚
線
と
も

ほ
ぼ
一
致
し
て
い
ま
す
。
近
世
に
な
る

と
津
は
埋
ま
り
、
下
流
に
新
津
が
で
き

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
旧
津
は
農
村
に

退
化
し
て
い
き
ま
す
。

川
沿
い
に
あ
る
食
品
会
社
の
工
場
に

は
、
10
日
に
１
遍
く
ら
い
、
油
を
積
ん

だ
船
が
や
っ
て
き
て
、
専
用
堤
防
に
横

付
け
し
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
１
８
９
８

年
（
明
治
31
）
日
清
戦
争
の
後
、
セ
メ
ン

ト
の
工
場
が
あ
り
ま
し
た
。
川
湊
と
し

て
の
利
便
性
を
利
用
し
た
の
と
、
上
流

の
日
田
か
ら
筏
に
よ
っ
て
材
木
を
得
て
、

家
具
産
地
の
大
川
で
セ
メ
ン
ト
を
入
れ

る
樽
を
つ
く
っ
て
い
た
ん
で
す
。

明
治
も
末
に
な
っ
て
、
千
石
積
み
の

木
造
船
に
代
わ
っ
て
、
鋼
鉄
製
の
汽
船

が
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

う
ま
く
澪
筋
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
満
潮

時
で
も
潟
に
つ
か
え
て
し
ま
い
ま
す
。

諸
富
に
は
、
そ
の
た
め
の
パ
イ
ロ
ッ
ト

（
水
先
案
内
人
）
が
何
人
も
い
ま
し
た
。

船
が
通
る
の
で
、
Ｊ
Ｒ
の
筑
後
川
鉄

橋
は
昇
開
橋
と
し
ま
し
た
。
物
流
や
交

通
手
段
が
舟
運
か
ら
自
動
車
に
変
わ
る

に
つ
れ
、
渡
し
は
廃
止
さ
れ
て
い
き
、

１
９
９
４
年
（
平
成
６
）
に
下
田
の
渡
し

を
最
後
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

今
、
橋
が
架
か
っ
て
い
る
の
は
、
お

お
よ
そ
渡
し
が
あ
っ
た
所
で
す
。

佐
賀
藩
　
鍋
島
家
の
事
情

肥
前
の
領
主
は
、
戦
国
時
代
に
入
っ

て
一
気
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
龍
造
寺
氏

で
し
た
。
病
弱
で
あ
っ
た
龍
造
寺
政
家

は
早
く
に
隠
居
し
、
長
男
の
高
房
が
幼

少
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
家
督
を
継

ぎ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
の
ち
に
佐
賀
藩

の
祖
と
な
る
鍋
島
直
茂
が
、
筆
頭
重
臣

と
し
て
国
政
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。

１
６
０
７
年
（
慶
長
12
）
に
高
房
、
政

家
が
亡
く
な
る
と
直
茂
の
嫡
子

勝
茂

は
幕
府
公
認
で
佐
賀
藩
の
初
代
藩
主
と

な
り
、
直
茂
の
後
見
下
で
藩
政
を
行
な

い
ま
す
。

龍
造
寺
家
か
ら
鍋
島
家
へ
の
政
権
移

行
は
ス
ム
ー
ズ
に
な
さ
れ
ま
し
た
が
、

鍋
島
の
化
け
猫
騒
動
の
話
が
誕
生
し
た

の
は
、
両
一
族
の
確
執
か
ら
、
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

龍
造
寺
家
臣
団
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引

き
継
い
だ
た
め
に
、
石
高
の
ほ
と
ん
ど

は
龍
造
寺
と
鍋
島
譜
代
の
家
臣
団
へ
の

知
行
分
と
な
っ
て
し
ま
い
、
直
轄
領
が

６
万
石
程
度
し
か
残
ら
ず
、
藩
政
当
初

か
ら
財
政
面
に
お
い
て
苦
し
む
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

１
６
０
０
年
（
慶
長
５
）
の
関
ヶ
原
の

戦
い
で
、
佐
賀
藩
の
鍋
島
勝
茂
は
、
ど

ち
ら
に
味
方
す
る
か
決
め
あ
ぐ
ね
、
た

ま
た
ま
上
方
に
い
た
こ
と
か
ら
西
軍
に

与
し
ま
す
。
し
か
し
、
直
茂
の
急
使
に

よ
り
、
す
ぐ
に
東
軍
に
寝
返
り
、
関
ヶ

原
本
戦
に
は
参
加
せ
ず
、
筑
後
・
柳
河

藩
の
立
花
宗
茂
、
同
・
久
留
米
藩
の
小

早
川
秀
包
ら
を
攻
撃
し
ま
し
た
。

西
軍
に
与
し
た
柳
河
藩
の
立
花
宗
茂

は
、
陸
奥
棚
倉
３
万
石
に
転
封
さ
れ
、

田
中
吉
政
が
三
河
岡
崎
10
万
石
か
ら
、

筑
後
一
国
32
万
５
千
石
を
与
え
ら
れ
、

柳
川
に
城
を
構
え
ま
し
た
。
関
ヶ
原
で

戦
功
が
あ
っ
た
豊
臣
大
名
た
ち
は
、
大

加
増
を
受
け
つ
つ
も
、
東
海
地
方
か
ら

西
軍
の
没
収
地
で
あ
る
中
国
、
四
国
、

九
州
へ
と
遠
ざ
け
ら
れ
た
の
で
す
。

吉
政
は
こ
の
と
き
、
先
程
の
筑
後
川

捷
水
路
開
鑿
や
柳
川
の
掘
割
の
基
盤
を

整
え
て
い
ま
す
。

鍋
島
勝
茂
は
、
黒
田
長
政
の
仲
裁
で

徳
川
家
康
に
謝
罪
、
先
の
戦
功
に
よ
り

本
領
安
堵
を
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
こ
う

い
う
事
情
が
あ
る
た
め
に
、
水
利
事
業

の
面
で
も
、
黒
田
氏
の
福
岡
藩
や
田
中

氏
の
柳
河
藩
、
有
馬
氏
の
久
留
米
藩
に

一
歩
遅
れ
を
と
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
川
の
三
角
州
を
開
墾
し

た
、
道
海
島

ど
う
か
い
じ
ま

も
浮
島
も
、
筑
後
の
柳
河

藩
、
久
留
米
藩
に
先
を
越
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。

ま
た
、
久
留
米
藩
に
百
間

ひ
ゃ
っ
け
ん

荒
籠

あ
ら
こ

と

い
う
と
ん
で
も
な
い
も
の
を
つ
く
ら
れ

て
、
若
津
と
い
う
川
湊
に
水
を
呼
び
込

む
よ
う
に
さ
れ
た
た
め
、
諸
富
川
の
ほ

う
に
水
が
こ
な
く
な
り
舟
運
に
支
障
が

左は午後２時、右は６時。撮影ポジションが少し違うが、同じ場所の写真。手前が
筑後川との水門。たった４時間で、干満の影響を大きく受けている。江湖なのか河
川なのかは、初めて見るものにはわからない。



今
は
塩
分
検
定
器
を
使
い
ま
す
が
、

昔
は
耳
で
音
を
聞
き
、
目
で
泡
を
見
て
、

舌
で
塩
を
味
わ
っ
て
、
樋
門
を
閉
め
る

タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
っ
て
い
ま
し
た
。

満
潮
時
に
潮
が
上
が
る
と
き
は
、
も

の
す
ご
い
音
が
し
ま
す
が
、
お
聞
き
に

な
っ
た
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
ゴ

ォ
ゴ
ォ
と
地
響
き
を
立
て
て
、
川
の
水

が
上
流
に
向
か
っ
て
流
れ
る
様
子
は
、

初
め
て
見
た
人
に
は
大
変
不
思
議
な
光

景
で
し
ょ
う
。

上
流
か
ら
の
川
水
だ
け
に
頼
れ
な
い
、

水
が
少
な
い
佐
賀
平
野
を
潤
す
の
に
、

江
湖
は
上
げ
潮
に
乗
っ
て
く
る
ア
オ
を

取
る
と
い
う
、
特
殊
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
で
す
。

佐
賀
平
野
の
川
は
、
上
下
流
２
つ
の

水
源
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

舟
運
路
、
排
水
路
と
し
て

江
湖
は
舟
運
の
た
め
に
も
非
常
に
重

要
で
し
た
。

佐
賀
江
に
つ
け
ら
れ
た
大
曲
、
小
曲
、

本
庄
江
に
つ
け
ら
れ
た
相
応
津
の
曲
と

い
う
大
き
な
蛇
行
部
は
、
潮
を
上
り
易

く
、
か
つ
潮
待
ち
時
間
を
長
く
し
、
舟

航
に
必
要
な
水
量
を
確
保
す
る
た
め
に
、

成
富
兵
庫
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
す
。

排
水
路
機
能
と
し
て
、
例
え
ば
佐
賀

江
は
、
多
布
施
川
（
佐
賀
市
材
木
町
で
開
渠

と
暗
渠
に
よ
っ
て
）
の
水
を
、
十
間
川
（
巨

勢
町
下
新
村
で
大
井
樋
の
戸
立
て
に
よ
っ
て
）
の

36

生
じ
ま
し
た
。

藩
政
時
代
は
対
岸
で
領
地
が
異
な
る

た
め
に
協
力
す
る
こ
と
は
な
く
、
自
領

に
得
に
な
る
治
水
、
利
水
を
競
い
合
っ

た
た
め
に
、
洪
水
被
害
を
倍
加
す
る
と

い
う
こ
と
も
起
き
て
い
た
の
で
す
。

江
湖

え

ご農
業
水
利
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
佐

賀
の
水
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

有
明
海
の
潮
を
、
ど
こ
で
防
ぐ
か
と

い
う
の
は
大
変
な
問
題
な
ん
で
す
。
そ

れ
で
逆
流
止
め
水
門
が
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。
今
で
は
逆
流
止
め
水
門
を
置
け
ば
、

ポ
ン
プ
を
置
か
な
き
ゃ
い
け
ま
せ
ん
か

ら
、
蒲
田
津
に
は
毎
秒
30
t
の
ポ
ン
プ

が
２
つ
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、
九
州
で

は
一
番
大
き
な
ポ
ン
プ
場
で
す
。

江
湖
は
、
川
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
干

潟
の
澪
が
、
潮
の
上
下
流
に
よ
っ
て
深

く
、
広
く
堀
り
崩
さ
れ
て
い
っ
て
川
の

よ
う
に
な
っ
た
所
で
す
。

で
す
か
ら
、
一
見
、
江
湖
と
川
と
は

区
別
が
つ
き
ま
せ
ん
が
、
江
湖
は
上
流

か
ら
の
水
源
を
持
ち
ま
せ
ん
し
、
そ
の

流
路
は
極
め
て
短
い
の
で
す
。

江
湖
の
水
位
は
、
普
段
は
水
田
よ
り

低
い
ん
で
す
が
、
満
潮
に
な
る
と
堤
防

い
っ
ぱ
い
ま
で
上
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
。

佐
賀
っ
て
い
う
の
は
ね
、
水
が
な
い

ん
で
す
よ
。
城
原

じ
ょ
う
ば
る

川が
わ

だ
っ
て
ね
、﹁
な

ん
だ
、
こ
の
シ
ョ
ン
ベ
ン
川
は
﹂
と
い

う
ぐ
ら
い
、
し
ょ
ぼ
し
ょ
ぼ
し
か
水
が

流
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
広
大
な
土
地

を
灌
漑
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
仕
組
み
が
、
筑

後
川
や
天
井
川
と
い
っ
た
河
川
と
江
湖
、

そ
し
て
有
明
海
を
結
び
つ
け
る
ク
リ
ー

ク
な
ん
で
す
。

徳
川
時
代
の
農
地
開
発
と
い
う
の
は
、

水
源
を
伴
わ
な
く
て
も
進
め
ら
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
耕
地
に
対
す
る
水
利
開
発

の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で

し
た
。
そ
う
し
た
新
田
開
発
を
助
け
た

の
が
、
江
湖
の
利
用
で
す
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
江
湖
を
利

用
し
た
の
か
。
そ
れ
は
有
明
海
の
大
き

な
干
満
の
差
を
利
用
し
た
ア
オ
取
水
に

よ
っ
て
で
す
。

ア
オ
取
水

満
潮
時
に
は
潮
が
河
川
を
25
d
ぐ
ら

い
ま
で
遡
り
ま
す
か
ら
、
一
度
は
有
明

海
に
流
れ
下
っ
た
水
が
、
比
重
の
重
い

潮
水
の
上
に
乗
っ
て
筑
後
川
を
遡
り
、

さ
ら
に
江
湖
を
伝
わ
っ
て
、
ク
リ
ー
ク

の
隅
々
に
ま
で
運
ば
れ
ま
す
。

満
潮
時
に
樋
門
を
開
け
る
こ
と
で
、

ア
オ
︵
淡
水
︶
取
水
を
行
な
い
ま
す
。

樋
門
に
は
上
樋
と
底
樋
が
あ
っ
て
、
ア

オ
を
取
る
と
き
に
は
上
樋
を
開
け
ま
す
。

樋
門
の
開
閉
は
井
樋
番
が
行
な
い
、
水

の
泡
立
ち
を
見
な
が
ら
塩
分
を
推
し
量

り
ま
す
。
田
ん
ぼ
に
潮
が
入
っ
て
は
い

け
ま
せ
ん
か
ら
ね
。



水
を
、
巨
勢
川
、
焼
原
川
、
犬
童
川
、

中
地
江
な
ど
が
多
布
施
川
及
び
城
原
川

に
持
ち
込
ん
だ
（
各
々
の
井
樋
に
よ
っ
て
）

水
を
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
佐
賀
江
は
、
多
布
施
川
以
東
、

佐
賀
江
以
北
、
城
原
川
以
西
の
悪
水
排

除
の
受
け
皿
に
な
っ
て
、
本
来
の
流
域

以
外
の
多
く
の
排
水
に
当
た
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
す
。
水
流
が
涸
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
排
水
能
力
は

限
度
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
成
富

兵
庫
は
、
佐
賀
江
の
洪
水
を
シ
ョ
ー
ト

カ
ッ
ト
す
る
水
路
を
つ
く
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
新
川
の
開
鑿
で
す
。

た
だ
し
、
佐
賀
江
も
新
川
も
と
も
に

筑
後
川
に
つ
な
が
る
水
路
で
す
か
ら
、

潮
が
満
ち
て
い
て
佐
賀
江
が
排
水
で
き

な
い
と
き
は
新
川
も
排
水
で
き
ま
せ
ん
。

佐
賀
江
に
加
え
ら
れ
た
極
端
な
蛇
行
、

大
曲
、
小
曲
は
、
こ
う
し
た
条
件
を
補

う
た
め
に
、
佐
賀
江
の
貯
水
力
を
高
め

て
、
こ
れ
自
体
を
遊
水
地
に
し
て
し
ま

う
と
い
う
発
想
で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

ク
リ
ー
ク

こ
の
地
方
で
は
水
害
が
頻
繁
に
起
こ

り
ま
す
。
ま
た
、
ク
リ
ー
ク
で
辺
り
一

帯
が
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
水
が
多
い

地
域
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し

実
際
に
は
﹁
降
れ
ば
洪
水
、
照
れ
ば
旱

魃
﹂
と
い
う
非
常
に
厳
し
い
自
然
条
件

の
所
な
の
で
す
。

水
害
と
旱
魃
は
、
佐
賀
平
野
の
宿
命
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で
し
た
。
北
側
に
屏
風
の
よ
う
に
東
西

に
連
な
っ
た
背
振

せ

ふ

り

山
地
は
北
山
と
も
呼

ば
れ
、
分
水
嶺
は
佐
賀
と
福
岡
の
県
境

と
な
っ
て
い
ま
す
。

佐
賀
平
野
は
山
が
浅
く
平
野
が
広
い

充
分
な
集
水
面
積
を
持
つ
川
が
あ
り
ま

せ
ん
。

ま
た
、
こ
こ
の
山
々
は
花
崗
岩
で
で

き
て
い
て
、
蛤
水
道
で
見
て
こ
ら
れ
た

と
思
い
ま
す
が
、
マ
サ
と
呼
ば
れ
る
風

化
し
た
土
砂
を
多
く
排
出
し
ま
す
。
で

す
か
ら
、
保
水
力
も
な
い
。

し
か
も
、
有
明
海
は
ど
ん
ど
ん
南
に

退
き
、
沖
積
平
野
は
沖
へ
沖
へ
と
広
が

っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
山
か
ら
出
て
平

野
を
潤
す
河
川
は
、
そ
の
能
力
以
上
の

水
供
給
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。佐

賀
平
野
で
は
、
こ
う
し
た
厳
し
い

条
件
を
解
消
す
る
た
め
に
、
流
水
を
繰

り
返
し
利
用
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
水
が
不
足
す
る
平
野
に
水
を
持

ち
込
み
、
そ
れ
を
な
る
べ
く
﹁
も
た
せ
﹂

て
抱
え
る
容
器
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
が
ク
リ
ー
ク
で
す
。

人
工
的
に
つ
く
ら
れ
た
水
路
を
ク
リ

ー
ク
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
れ
が
も
と
は
自

然
発
生
的
な
水
路
だ
か
ら
で
す
。

こ
の
地
方
で
は
、
二
千
数
百
年
前
に

既
に
水
稲
栽
培
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
旧
河
道
沿
い
の
自
然
堤
防
の
上
に

は
、
弥
生
式
村
落
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。

当
時
も
、
こ
の
地
域
の
農
業
用
水
は

筑
後
川
の
ア
オ
取
水
に
頼
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
干
満
の
差
は
１
日
、
15

日
（
旧
暦
）
を
中
心
と
し
て
前
後
１
週
間

は
大
き
い
も
の
の
、
そ
の
後
は
次
第
に

小
さ
く
な
り
ま
す
か
ら
、
ア
オ
の
量
も

少
な
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
流
入
し

た
ア
オ
を
貯
水
す
る
必
要
が
生
じ
ま
し

た
。
そ
の
た
め
に
生
ま
れ
た
の
が
溝
や

畦
で
、
原
始
的
ク
リ
ー
ク
の
誕
生
で
す
。

溜
池
機
能
を
持
つ
ク
リ
ー
ク
が
、
溜

池
で
は
な
く
水
路
と
な
っ
た
の
に
は
、

理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
排
水
路
と

し
て
の
役
割
で
す
。

つ
ま
り
ク
リ
ー
ク
は
導
水
路
で
あ
り
、

貯
水
路
で
あ
り
、
排
水
路
な
の
で
す
。

南
下
す
る
に
従
い
︵
低
地
に
な
る
に
従

い
︶
、
貯
水
路
と
し
て
の
役
割
は
い
っ

そ
う
増
大
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
満
潮
時

に
特
に
求
め
ら
れ
ま
す
。

原
始
的
ク
リ
ー
ク
は
、
古
墳
築
造
技

術
の
応
用
、
６
４
５
年
（
大
化
元
）
の
大

化
改
新
で
行
な
わ
れ
た
条
里
制
、
中
世

荘
園
制
下
で
の
変
形
（
環
濠
集
落
に
見
ら
れ

る
、
外
敵
か
ら
の
防
御
と
し
て
の
濠
な
ど
）
を
経

て
、
近
世
佐
賀
藩
に
よ
っ
て
非
常
に
高

度
な
シ
ス
テ
ム
へ
と
発
展
を
遂
げ
る
の

で
す
。

先
程
も
述
べ
た
鍋
島
勝
茂
は
、
１
６

０
８
年
（
慶
長
13
）
か
ら
、
現
在
の
位
置

に
佐
賀
城
を
築
城
し
、
城
下
町
を
経
営

し
ま
し
た
。
幅
40
間
（
72
c
）
の
城
濠
を

四
角
形
に
め
ぐ
ら
し
城
下
町
の
防
御
と

し
ま
す
。

右ページ上段３枚：午後２時すぎの坂口の「床固め」、左が
上流で右が下流。筑後川本来の流れが見える。広大な流域を
持つ川なのだが、取水量が多いのか、意外にも流れは小さい。
隣はそのときに釣れたスズキの幼魚、セイゴ。
下段３枚：同じ坂口の満潮時の様子。右の下流から左の上流
に向かって流れている。その少し前の時間を狙ってウナギを
釣っている人がいた。この日の満潮には、撮影ポイントの土
手の上まで水があふれてきた。
中段左：普通、船の舳先は流れの上（かみ）を向くのだが、

真横を向いている不思議な風景。筑後川本来の流れと潮の満
ちてくる流れが均衡して、流れが停まっているからだ。（花
宗川逆流止水門）
中段中：川湊のスロープ。舫い（もやい）を結ぶ杭の高さが、
干満差を物語っている。スロープの先端に、案内してくださ
った古賀邦雄さんがいるのだが、わかるだろうか。
中段右：筑後川河口近く。大川市と大野島を結ぶ新田大橋か
ら上流を望む。川の中央にデレーケのつくった導流堤が見え
ている。潮が満ちてくるときには水没してしまうものだ。



そ
し
て
、
城
濠
の
用
水
、
生
活
用
水
、

穀
倉
地
帯
へ
の
灌
漑
用
水
の
手
当
が
、

領
国
経
営
に
と
っ
て
急
務
と
な
っ
た
の

で
す
。
当
時
の
水
利
土
工
は
、
軍
法
の

一
部
と
し
て
行
な
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
を

整
え
て
い
っ
た
の
が
、
成
富
兵
庫
で
す
。

鍋
島
は
土
着
の
大
名
で
し
た
。
地
付

の
大
名
だ
か
ら
、
水
利
事
業
や
農
村
経

営
に
際
し
て
、
地
侍
の
反
抗
に
考
慮
す

る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
は
幸
い
で
し

た
。成

富
兵
庫
は
、
長
い
間
の
耕
地
開
発

に
よ
っ
て
勝
手
に
使
わ
れ
て
い
た
ク
リ

ー
ク
を
、
整
然
と
し
た
水
利
体
系
の
中

に
織
り
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。

嘉
瀬
川

実
は
、
佐
賀
平
野
で
独
立
河
川
と
よ

べ
る
川
は
、
嘉
瀬
川
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

嘉
瀬
川
も
厳
密
に
い
え
ば
、
筑
後
川
の

勢
力
圏
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
佐
賀
江
が
東
西
方
向
に
流
れ
て

両
川
を
つ
な
い
で
い
る
た
め
で
す
。

嘉
瀬
川
の
石
井
樋
に
つ
い
て
は
、
島

谷
幸
宏
さ
ん
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
申
し
上
げ

ま
せ
ん
（
27
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

た
だ
、
嘉
瀬
川
を
例
に
、
域
内
中
小

河
川
の
役
割
を
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
河
川
は
、
扇
状
地
を
流
れ
る

う
ち
に
天
井
川
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

洪
水
を
防
ぐ
と
い
う
点
で
は
具
合
が
悪

い
の
で
す
が
、
平
野
に
水
を
引
く
こ
と
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に
関
し
て
は
、
非
常
に
好
都
合
で
す
。

筑
後
川
は
一
番
低
い
所
を
流
れ
る
の

で
、
こ
こ
か
ら
水
を
引
こ
う
と
思
っ
た

ら
、
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
わ
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
天
井
川

か
ら
は
自
然
流
下
で
楽
に
水
が
引
け
る

上
、
悪
水
も
入
ら
な
い
の
で
す
。

逆
に
、
排
水
の
こ
と
を
考
え
た
ら
、

天
井
川
だ
け
で
あ
っ
た
ら
困
り
ま
す
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
利
水
は
、
天
井
川

を
利
用
し
て
上
流
の
川
水
と
江
湖
を
通

じ
て
下
流
か
ら
く
る
ア
オ
を
取
る
。
排

水
は
、
干
潮
を
利
用
し
て
江
湖
、
も
し

く
は
筑
後
川
に
落
と
す
、
と
い
う
こ
と

を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
細
か
く
整
備
し
て
、
毛
細
血

管
の
よ
う
に
隅
々
ま
で
行
き
渡
る
よ
う

に
工
夫
し
た
の
が
成
富
兵
庫
で
す
。

ア
オ
は
欲
し
い
が
潮
は
止
め
た
い
。

い
っ
た
ん
流
入
し
た
ア
オ
を
貯
水
し
た

い
。
ま
た
、
水
害
被
害
を
防
ぎ
た
い
。

成
富
兵
庫
は
こ
う
し
た
条
件
に
対
応
す

る
た
め
に
、
堰
や
樋
門
を
利
用
し
て
、

そ
こ
を
管
理
す
る
ク
リ
ー
ク
共
同
体
を

も
つ
く
り
上
げ
て
い
ま
す
。

千
栗

ち
り
く

土
居

成
富
兵
庫
の
行
な
っ
た
水
利
事
業
は
、

佐
賀
平
野
が
置
か
れ
た
状
況
を
つ
ぶ
さ

に
観
察
し
て
、
解
決
す
べ
き
課
題
に

個
々
に
対
応
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
相

互
に
生
み
出
す
連
携
を
プ
ラ
ス
の
方
向

に
導
く
も
の
で
し
た
。
彼
の
や
っ
た
こ

と
を
、
こ
の
誌
面
で
す
べ
て
紹
介
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
時
代
な
ら
で
は
の
象

徴
的
な
事
例
と
し
て
、
千
栗
土
居
を
見

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

佐
賀
で
は
堤
防
を
土
居
と
呼
び
ま
す
。

千
栗
と
書
い
て
ち
り
く
、
と
読
み
ま
す
。

筑
後
川
は
一
番
低
い
所
を
流
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
あ
ふ
れ
た
水
は
、
筑
後
川

に
戻
す
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
す
。
ま
た
、

排
水
の
点
で
見
た
ら
、
こ
れ
も
す
べ
て

筑
後
川
に
出
す
よ
り
な
い
の
で
す
。

こ
の
た
め
、
本
川
で
あ
る
筑
後
川
の

水
害
を
治
め
る
こ
と
は
、
佐
賀
領
内
の

支
川
利
用
の
た
め
に
不
可
欠
な
課
題
で

し
た
。
こ
う
し
て
築
か
れ
た
の
が
千
栗

土
居
で
す
。

寛
永
年
間
（
１
６
２
４
〜
１
６
４
３
）
に

12
年
か
け
て
、
筑
後
川
の
右
岸
、
旧
・

三
養
基

み

や

き

郡
北
茂
安

き
た
し
げ
や
す

町
千
栗

ち
り
く

か
ら
三
根
町

坂
口
に
至
る
12
d
の
区
間
に
築
か
れ
ま

し
た
。
高
さ
４
間
、
馬
踏
（
堤
防
の
上
の
平

ら
な
部
分
）
２
間
、
川
表
犬
走
９
間
、
堤

敷
30
間
で
、
川
表
に
は
竹
を
植
え
、
川

裏
に
は
杉
を
植
え
た
、
と
﹃
明
治
以
前

日
本
土
木
史
﹄（
日
本
土
木
学
会
岩
波
書
店
１

９
３
１
）
に
あ
り
ま
す
。

個
々
の
村
落
を
守
る
小
規
模
な
工
事

な
ら
、
村
の
力
で
な
ん
と
か
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
河
道
を
固
定
し
、
堤
防
を
つ

く
り
、
堤
防
を
守
る
た
め
の
水
制
工
、

護
岸
な
ど
の
川
除
を
行
な
っ
て
、
広
大

な
沖
積
平
野
を
守
る
に
は
、
体
系
的
な

河
川
工
事
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
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成
富
兵
庫
が
安
良
川
で
行
な
っ
た
治
水

工
事
に
よ
っ
て
、
洪
水
が
田
代
に
押
し

や
ら
れ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
﹁
成
富
悪

兵
庫
﹂
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
田
代
は
対
馬
か
ら

﹁
薬
を
や
る
か
ら
行
商
を
し
な
さ
い
﹂

と
い
わ
れ
、
九
州
で
は
有
名
な
薬
の
行

商
基
地
に
な
り
ま
し
た
。
対
馬
に
は
朝

鮮
半
島
か
ら
朝
鮮
人
参
な
ど
が
入
っ
て

き
て
い
た
か
ら
で
す
。
貼
り
膏
薬
で
有

名
に
な
っ
た
久
光
兄
弟
合
名
会
社
も
、

こ
こ
の
創
業
で
す
。

近
世
大
名
の
領
国
経
営

天
下
統
一
後
は
、
領
国
経
営
の
や
り

方
が
、
戦
国
時
代
と
は
変
わ
っ
て
い
き

ま
し
た
。

鍋
島
は
、
当
初
西
軍
に
与
し
て
伏
見

攻
め
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
幕

府
に
積
極
的
に
協
力
し
て
忠
誠
を
表
わ

し
ま
す
。
成
富
兵
庫
も
江
戸
城
、
名
古

屋
城
の
築
城
に
駆
り
出
さ
れ
ま
す
。
江

戸
城
築
城
の
た
め
に
資
金
を
使
い
果
た

し
て
し
ま
っ
た
佐
賀
藩
は
、
大
坂
冬
の

陣
に
出
陣
で
き
な
い
と
い
っ
て
、
家
康

か
ら
借
金
を
し
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

ま
た
、
肥
前
の
名
護
屋
城
が
本
営
と

さ
れ
た
た
め
、
朝
鮮
出
兵
の
軍
役
の
負

担
が
重
く
の
し
か
か
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
国
時
代
に
は
領
国

全
体
に
非
常
な
負
担
が
か
か
り
、
農
村

は
荒
廃
し
て
い
き
ま
し
た
。
佐
賀
藩
が
、

一
貫
し
て
川
除
整
備
や
干
拓
な
ど
を
行

高
度
な
土
木
技
術
と
多
数
の
労
働
力

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
個
々
の
利
害
を

押
し
切
る
統
一
権
力
が
な
け
れ
ば
、
こ

れ
ら
は
実
現
で
き
な
い
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
幕
藩
体
制
下
の
枠

の
中
で
行
な
わ
れ
た
工
事
ゆ
え
に
、
佐

賀
側
の
利
益
を
優
先
し
た
工
事
に
留
ま

っ
た
た
め
、
対
岸
の
有
馬
藩
は
被
害
を

一
身
に
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
し
て
左
岸
側
に
つ
く
ら
れ
た
の
が

安
武

や
す
た
け

堤
防
で
す
。

安
武
堤
防
は
千
栗
土
居
と
同
規
模
な

も
の
と
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
強

度
的
に
対
抗
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、

成
富
兵
庫
に
匹
敵
す
る
土
木
技
術
者
で

あ
る
丹
羽

に
わ

頼
母

た
の
も

重
次

し
げ
つ
ぐ

を
招
い
て
、
河
岸

保
護
を
目
的
と
し
た
荒
籠
を
築
造
し
ま

し
た
。
そ
れ
が
、
先
程
も
述
べ
た
た
く

さ
ん
の
荒
籠
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
自
国
の
経
営
を
重
視

し
た
水
利
事
業
は
、
他
領
の
利
益
を
損

な
う
こ
と
も
あ
り
、
た
び
た
び
争
い
に

な
り
ま
し
た
。

対
馬
領
の
飛
び
地
で
田た

代じ
ろ

（
現
・
鳥
栖

市
）
と
い
う
所
に
米
蔵
が
あ
り
ま
し
た
。

な
い
、
増
収
政
策
に
取
り
組
む
こ
と
と

な
っ
た
背
景
に
は
、
こ
う
い
う
事
情
が

あ
っ
た
の
で
す
。

１
６
１
１
年
（
慶
長
16
）
、
佐
賀
藩
は

困
窮
し
た
財
政
立
て
直
し
の
た
め
に
、

隠
田
の
摘
発
を
目
的
と
し
た
検
地
を
行

な
い
ま
す
が
、
予
想
に
反
し
て
石
高
の

増
加
は
出
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

基
盤
整
備
と
新
開
地
の
開
発
は
、
こ

の
よ
う
な
消
極
的
手
段
で
は
な
く
、
土

地
生
産
力
を
上
げ
る
と
い
う
積
極
的
手

段
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
成
富
兵
庫

が
水
利
事
業
に
当
た
り
た
い
と
申
し
出

た
と
き
に
、
直
茂
は
﹁
領
分
の
儀
、
兵

庫
に
相
任
す
﹂
、
つ
ま
り
単
な
る
土
木

事
業
の
許
可
で
は
な
く
、
地
域
的
利
害

の
調
整
役
を
任
せ
る
よ
、
と
言
い
ま
し

た
。条

里
制
は
大
化
改
新
の
法
整
備
（
公
地

公
民
制
や
班
田
収
授
の
法
）
と
、
成
富
兵
庫

の
水
利
事
業
は
幕
藩
体
制
確
立
期
の
新

田
開
発
と
結
び
つ
く
も
の
で
し
た
。

成
富
兵
庫
の
水
利
事
業
は
、
藩
の
権

力
機
構
、
財
政
機
構
を
確
立
し
農
村
の

共
同
体
を
育
成
す
る
こ
と
で
し
た
。

用
水
と
は
田
畑
だ
け
で
な
く
人
や
家

畜
ま
で
養
う
﹁
田
畑
人
畜
養
水
﹂
、
す

な
わ
ち
命
の
水
で
し
た
。

城
下
町
も
村
落
も
ク
リ
ー
ク
に
取
り

囲
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
ク
リ
ー
ク
は
水
、

す
な
わ
ち
﹁
田
畑
人
畜
養
水
﹂
の
ネ
ッ

ト
を
形
成
し
、
命
の
恵
み
を
も
た
ら
す

も
の
で
す
。

上右：佐賀県千代田町の環濠集落。天
然の堀で外敵から守った名残が見られ
る直鳥城集落。手前の川は城原川。
上左：城原川は天井川。
下右から：中地江川の高田堰。左の水
路がクリークで右の水路が江湖。左側
には水位が上がったときに水を送る
「野越し」が見える。
：蒲田津の逆流止め水門。
：江湖の水位は、満潮になると水田よ
り高くなるが、訪れた午前中（干潮時）
には低くなっていた。
下左：右手に広がるのは麦田。二毛作
でつくられた麦はビールの原料になる
そうだ。




