
水の文化 July 2009 No.32

松浦茂樹「歴史が語る、近代治水の変遷」

和田一範「武田信玄の総合的治水術」

安達　満「暮らす人の知恵と術」

藤原光弘「水の都大阪の渡し」

島谷幸宏「成富兵庫茂安の足跡」

宮地米蔵「佐賀平野を養う水利用」

水の文化楽習実践取材「堀の記憶が成し遂げた、柳川再生物語」

古賀邦雄　水の文化書誌「利水あっての治水か」

治
水
治
水
家家
のの

統

治
水
家

す
べ



水
の
文
化
　
32
号

２
０
０
９
年

７
月

特
集
﹁
治
水
家
の
統
﹂

現
代
に
求
め
ら
れ
る
治
水
家
意
識

歴
史
が
語
る
、
近
代
治
水
の
変
遷
　
松
浦
茂
樹
　
　
4

扇
状
地
に
お
け
る
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム

武
田
信
玄
の
総
合
的
治
水
術
　
和
田
一
範
　
　
10

石
高
変
遷
か
ら
探
る
、
甲
府
盆
地
の
治
水
と
開
発

暮
ら
す
人
の
知
恵
と
術
　
安
達

満

16

シ
リ
ー
ズ
里
川

水
の
都
大
阪
の
渡
し
　
藤
原
光
弘
　
　
22

佐
賀
の
歴
史
的
水
辺
を
検
証
す
る

成
富
兵
庫
茂
安
の
足
跡
　
島
谷
幸
宏
　
　
26

海
と
川
と
土
を
つ
な
ぐ
ク
リ
ー
ク

佐
賀
平
野
を
養
う
水
利
用
　
宮
地
米
蔵
　
　
34

水
の
文
化
楽
習
実
践
取
材
　
﹁
水
の
会
﹂
の
18
年
の
歩
み
　

堀
の
記
憶
が
成
し
遂
げ
た
、
柳
川
再
生
物
語
　
編
集
部

40

水
の
文
化
書
誌
　
利
水
あ
っ
て
の
治
水
か
　
古
賀
邦
雄
　
　
46

文
化
を
つ
く
る

治
水
家
の
統

編
集
部

48

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
０
９
開
催
の
ご
案
内

50

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

51

治
水
家
の
統す

べ

治
水
家
と
い
わ
れ
る
人
が
い
ま
す
。

洪
水
を
治
め
、

暮
ら
し
に
必
要
な
水
を
手
当
て
す
る
た
め
に
事
業
を
行
な
っ
た
、

と
き
に
偉
人
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
す
。

し
か
し
、

実
際
に
土
を
掘
り
、
石
を
運
ん
だ
の
は

地
元
の
人
で
す
し
、

詳
細
図
を
引
い
た
の
は
、

た
ぶ
ん
専
門
の
能
力
を
持
っ
て
い
た
人
で
し
ょ
う
。

で
は
、
治
水
家
が
果
た
し
た
役
割
は
、

い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
疑
問
か
ら
、

同
じ
扇
状
地
で
あ
っ
て
も
性
質
の
違
う

甲
州
と
佐
賀
に
目
を
向
け
ま
し
た
。

お
の
お
の
武
田
信
玄
と
成
富
兵
庫
茂
安

な
り
ど
み

ひ
ょ
う
ご

し
げ
や
す

が
、

郷
土
の
治
水
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
堤
防
も
動
力
ポ
ン
プ
も
な
い
時
代
に
、

そ
の
土
地
が
ど
う
や
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
の
か
。

飲
み
水
や
農
業
用
水
を
、
ど
う
や
っ
て
得
て
い
た
の
か
。

そ
こ
に
蓄
え
ら
れ
た
叡
智
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

121年前の甲府盆地西部の主な河川と土地利用
大日本帝國陸地測量部が1888年（明治21）に測量した２万分の１地図「松嶋村」「甲府」「市川大門村」「韮崎」「小笠原」「鰍澤」（国土地理院）を合
成し、安達満さんの師である農業経済学者の古島敏雄（ふるしまとしお）さんにならって（16ページ参照）編集部が主だったところを着色した。
山吹色：桑畑と果樹、黄緑色：二毛作可能な田、濃緑色：水田と沼田、水色：水の流れ、赤茶色：人工的な土手。
中央南北に釜無川、その西側に扇状地をつくっているのが御勅使川（みだいがわ）、都市部の西側を南北に流れているのが荒川、南部を東西に流れて
いるのが笛吹川、最南部ですべてが合流し富士川となる。
田んぼが「季節によって乾く二毛作可能な田」「水田」「沼田」の３つに区分されているのは、陸軍歩兵が歩行に要する時間を計算するために土の状
態を表わしたため、といわれている。水が引かない歩きにくい地域や利用されていない空白地帯を、水の流れと合わせてみると、御勅使川や釜無川
の元の流れや、暴れ具合が想像できる。釜無川の堤防は、霞堤（かすみてい）ではなく長く続く部分が多くなったとはいえ、意識的に分断されてお
り、広い遊水地が用意されている。釜無川は、信玄堤より上流にも多くの人の手が入っているようだ。釜無川の流れを高岩にぶつけるために蛇行さ
せたとも見て取れる。信玄の御勅使川の流路変更計画は、そのエネルギーを利用して釜無川を蛇行させるためだったのかもしれない。
御勅使川扇状地は、通常は水が地下にしみ込み、ワジ（注：雨季になると急激に出水することがある、普段は流水のない涸れ川）のように地表は乾
いてしまうようだ。御勅使川の流れを変える信玄の治水工事は、水のない状態での作業だったのだろう。その甲府盆地西部の砂礫地帯に田んぼがつ
くれるようになったのは、江戸時代初期に釜無川上流から引いた徳島堰の功績だ。また、扇状地南部に沼田が多いのは、いったん砂礫地帯に染み込
んだ地下水が、湧水として地表に湧き出てくる土地柄だからかもしれない。
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現
代
に
求
め
ら
れ
る
治
水
家
意
識

歴
史
が
語
る
、治
水
の
変
遷

松浦茂樹
まつうらしげき

東洋大学国際地域学部国際地域学科教授

1948年生まれ。1971年東京大学工学部土木工学科卒業後、
同大学院修士課程を経て1973年建設省（当時）入省。土木
研究所都市河川研究室長、近畿地方建設局淀川ダム統合管
理事務所長、河川局水都調査官などを経て1999年より現職。

主な著書に、『明治の国土開発史ー近代土木技術の礎』（鹿
島出版会 1992）、『国土づくりの礎ー川が語る日本の歴史』
（鹿島出版会 1997）、『戦前の国土整備政策』（日本経済評論
社 2000）、『古市公威とその時代』（編著／土木学会 2004）、
『河道変遷と地域社会ー利根川東遷を中心に』（編著／東洋
大学地域活性化研究所 2009）ほか

私
た
ち
は
、

つ
い
目
の
前
の
現
実
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
て
し
ま
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、

﹁
今
の
ダ
ム
を
中
心
に
し
た
治
水
の
考
え
方
は
、

高
度
経
済
成
長
時
代
に
で
き
た
も
の
﹂

と
松
浦
茂
樹
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

土
木
技
術
や
河
川
工
学
の
進
歩
が
あ
っ
て
、

洪
水
後
に
で
き
た
自
然
堤
防
や
湖
沼
を
利
用
す
る
や
り
方
か
ら
、

人
工
的
な
水
利
事
業
を
興
す
よ
う
に
変
わ
り
、

治
水
家
の
﹁
目
利
き
﹂
は
、

い
っ
た
ん
は
不
要
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
、

新
た
な
治
水
家
意
識
こ
そ
、

こ
れ
か
ら
の
地
域
を
考
え
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

近
世
の
治
水
の
特
徴

今
の
ダ
ム
を
中
心
に
し
た
治
水
の
考

え
方
は
、
高
度
経
済
成
長
時
代
に
で
き

た
も
の
で
す
。

堤
防
を
つ
く
る
と
い
う
の
は
、
と
に

か
く
土
を
持
っ
て
き
て
、
叩
い
て
固
め

る
だ
け
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
で
き
る

人
間
は
誰
か
と
い
っ
た
ら
、
財
力
や
権

力
を
持
っ
て
い
る
人
間
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
だ
か
ら
、
武
田
信
玄
が
治
水
家

と
い
わ
れ
治
水
思
想
を
持
っ
て
い
る
か

の
ご
と
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

記
録
か
ら
探
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

例
え
ば
利
根
川
の
堤
防
が
い
つ
で
き

て
、
こ
う
い
う
形
状
に
な
っ
た
か
と
い

う
こ
と
も
、
実
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

記
録
が
な
い
の
で
す
よ
。
利
根
川
の
堤

防
が
文
献
に
初
め
て
出
て
く
る
の
は
、

で
き
た
と
き
で
は
な
く
、
群
馬
県
の
館

林
で
、
徳
川
四
天
王
の
榊
原
康
政
の
部

下
が
渡
良
瀬
川
や
利
根
川
の
堤
防
を
修

復
し
た
、
と
い
う
１
５
９
５
年
（
文
禄
４
）

の
修
復
の
記
録
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ

は
あ
く
ま
で
も
群
馬
県
側
の
堤
防
で
、

埼
玉
県
側
の
堤
防
が
ど
う
だ
っ
た
か
は

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

堤
防
の
高
さ
な
ど
に
取
り
決
め
が
な

か
っ
た
時
代
に
は
、
ど
ち
ら
か
が
堤
防

を
高
く
す
る
と
対
岸
で
は
も
っ
と
高
く

つ
く
っ
た
り
、
上
流
と
下
流
で
利
害
関

係
が
対
立
し
た
所
も
あ
り
ま
す
。
利
根

川
中
流
域
の
中
条
堤

ち
ゅ
う
じ
ょ
う
て
い

も
そ
の
一
つ
で
、

度
々
紛
争
が
起
き
て
、
江
戸
当
時
か
ら

﹁
論
所
堤

ろ
ん
じ
ょ
て
い

﹂
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

近
世
の
治
水
の
特
徴
を
一
言
で
い
え

ば
、
守
る
所
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
木
曽
川
の
こ
と
で
い
え

ば
、
愛
知
県
側
に
あ
る
お
囲
い
堤
。
こ

れ
で
名
古
屋
を
守
り
ま
し
た
。
対
岸
で

は
切
れ
や
す
い
所
を
ち
ゃ
ん
と
つ
く
っ

て
お
く
。
そ
れ
は
守
る
所
が
明
確
だ
っ

た
か
ら
で
す
。

合
口
の
誕
生

取
水
口
と
い
う
の
は
、
治
水
面
か
ら

み
る
と
弱
点
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ

で
、
何
カ
所
も
分
け
て
取
っ
て
い
た
農

業
用
水
を
、
ま
と
め
て
取
る
よ
う
に
し

た
。
そ
れ
を
﹁
合
口

ご
う
ぐ
ち

﹂
と
い
い
ま
す
。

近
代
的
な
合
口
事
業
を
最
初
に
行
な

っ
た
の
は
、
常
願
寺

じ
ょ
う
が
ん
じ

川
で
す
。
左
岸
側

12
カ
所
の
農
業
用
水
を
合
口
し
ま
し
た
。

計
画
は
デ
・
レ
ー
ケ
が
や
り
ま
し
た
が
、

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
の
は
高
田
雪
太
郎

で
す
。
い
く
ら
デ
・
レ
ー
ケ
が
優
れ
て

い
た
っ
て
、
日
本
に
来
て
急
流
河
川
の

経
験
も
な
く
、
あ
れ
だ
け
の
仕
事
は
で

き
ま
せ
ん
よ
。
地
域
の
状
況
を
ち
ゃ
ん

と
わ
か
っ
て
い
る
、
日
本
人
技
術
者
が

い
た
ん
で
す
。

農
業
用
水
取
水
口
の
上
流
か
ら
都
市

用
水
を
取
ろ
う
と
す
る
と
、
下
流
に
水

が
こ
な
い
と
い
っ
て
反
対
さ
れ
る
ん
で

す
。
そ
れ
で
合
口
に
し
て
、
一
緒
に
取

ろ
う
と
な
る
。
そ
れ
で
も
、
渇
水
時
に

は
既
得
水
利
権
を
持
っ
て
い
る
農
業
用

水
の
ほ
う
が
、
強
い
権
利
を
持
つ
、
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
ど
ね
。
こ
れ

で
一
番
有
名
な
の
は
、
利
根
大
堰
で
す
。

武
蔵
水
路
・
見
沼
代

み
ぬ
ま
だ
い

用
水
路
・
埼
玉
用

水
路
・
葛
西
用
水
路
・
邑
楽

お
う
ら

用
水
路
な

ど
の
用
水
路
を
通
じ
て
、
東
京
都
と
埼

玉
県
へ
の
都
市
用
水
と
利
根
川
中
流
部

へ
の
灌
漑
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
︵
利
根
導
水
路
計
画
︶
が
事
業
化
さ

れ
た
の
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
直

前
、
１
９
６
３
年
（
昭
和
38
）
で
す
。

近
世
ま
で
、
合
口
以
前
は
川
に
た
く

さ
ん
の
取
水
口
が
あ
っ
た
。
技
術
的
に

困
難
だ
っ
た
と
の
制
約
は
あ
る
も
の
の
、

治
水
の
支
障
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

ま
ず
は
利
水
あ
り
き

で
す
か
ら
、
昔
は
あ
く
ま
で
も
利
水
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え
て
い
ま
す
。
利
根
川
は
日
光
街
道
の

幸
手
の
辺
り
で
、
よ
く
氾
濫
し
て
い
た

ん
で
す
。
中
央
政
権
を
取
っ
た
徳
川
に

お
い
て
、
交
通
整
備
と
い
う
の
は
、
実

に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で

す
。
参
勤
交
代
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

赤
堀
川
は
最
初
は
小
さ
く
つ
く
っ
て
、

徐
々
に
幅
を
広
く
し
て
い
っ
た
。
当
時

の
主
流
は
権
現
堂

ご
ん
げ
ん
ど
う

川
で
す
。
大
き
い
も

の
を
い
き
な
り
つ
く
る
と
、
そ
ち
ら
に

水
が
ど
っ
と
流
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

舟
運
に
支
障
が
出
て
し
ま
う
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
少
し
ず
つ
時
間
を
か
け
て
つ

く
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

伊
奈

い
な

忠
治

た
だ
は
る

は
台
地
を
切
り
通
し
て
、

赤
堀
川
開
鑿
に
最
初
に
着
手
し
ま
し
た
。

ま
た
、
埼
玉
平
野
に
残
っ
て
い
た
湖
沼

を
整
備
し
て
水
源
と
し
、
農
業
用
水
に

利
用
す
る
仕
組
み
も
つ
く
り
、
治
水
家

と
し
て
の
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。
治
水

家
と
い
う
よ
り
、
治
水
・
利
水
を
総
合

し
て
行
な
う
水
利
家
と
い
っ
た
方
が
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
を
契
機
に
、
埼
玉
平
野
と
い
う

か
関
東
平
野
の
開
発
が
進
ん
で
い
く
ん

で
す
。
新
田
開
発
が
一
定
の
段
階
ま
で

進
む
と
、
ま
た
農
業
用
水
が
不
足
す
る
。

じ
ゃ
あ
、
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
出
て
き
た
水
利
家
が
、
井
沢

い
ざ
わ

弥
惣
兵
衛

や
そ
べ
え

為
永

た
め
な
が

で
す
。
井
沢
が
、
見
沼

代
用
水
路
を
つ
く
り
ま
す
。

伊
奈
は
自
然
の
湖
沼
を
生
か
し
て
、

新
田
開
発
を
行
な
い
、
そ
れ
が
限
界
に

達
し
た
と
き
に
、
井
沢
が
用
水
路
を
つ

あ
っ
て
の
治
水
で
、
何
年
か
に
１
度

あ
ふ
れ
る
こ
と
は
我
慢
し
て
、
農
業

用
水
を
取
る
こ
と
を
優
先
し
ま
し
た
。

問
題
は
あ
ふ
れ
る
頻
度
で
、
あ
ま

り
に
頻
繁
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
ら
、

堤
防
の
復
旧
時
に
、
よ
り
強
固
な
も

の
に
し
て
頻
度
を
下
げ
る
工
夫
を
し

た
。
使
い
な
が
ら
守
る
工
夫
で
す
。

ま
た
、
水
が
あ
ふ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
農
作
物
に
被
害
が
生
じ
、
収
穫

で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
堤
防
復

旧
事
業
が
救
済
・
失
業
対
策
事
業
の

役
割
も
果
た
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き

に
は
、
女
性
や
子
供
と
い
っ
た
力
の

弱
い
人
に
も
、
ち
ゃ
ん
と
賃
金
が
払

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
堤
防
が
切
れ
る
所
が
特
定

さ
れ
て
い
て
、
被
害
が
甚
大
に
な
ら

な
い
よ
う
な
土
地
利
用
に
な
っ
て
い

た
。
利
根
川
の
場
合
も
、
非
常
に
大

き
な
霞
堤
を
築
い
て
、
大
遊
水
地
帯

を
ち
ゃ
ん
と
設
け
て
い
ま
し
た
。
三

河
島
の
あ
る
荒
川
右
岸
は
、
江
戸
を

守
る
た
め
の
大
氾
濫
地
帯
だ
っ
た
。

で
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
日
本
橋
界

隈
が
利
根
川
、
荒
川
の
水
で
あ
ふ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
、
今
、
我
々
が
目
に
す
る

よ
う
な
河
道
に
し
た
の
が
、
後
か
ら

く
わ
し
く
述
べ
る
明
治
改
修
で
す
。

伊
奈
忠
治
と
井
沢
弥
惣
兵
衛

治
水
と
い
っ
て
も
地
域
に
よ
っ
て

当
然
や
り
方
が
違
う
の
で
す
が
、
関

東
平
野
の
こ
と
で
い
え
ば
、
堤
防
を

つ
く
っ
て
本
格
的
に
河
道
を
固
定
し

よ
う
と
し
た
の
は
、
戦
国
時
代
か
ら

と
考
え
て
い
ま
す
。

１
５
９
０
年
（
天
正
18
）
に
江
戸
に
入

っ
た
徳
川
家
康
は
、
伊
奈
備
前
守
忠

次
を
初
代
と
し
、
関
東
郡
代
を
世
襲

し
て
い
っ
た
伊
奈
家
に
利
根
川
東
遷

事
業
を
行
な
わ
せ
ま
し
た
。
事
業
は

１
５
９
４
年
（
文
禄
３
）
か
ら
60
年
の
歳

月
を
か
け
て
、
忠
次
か
ら
忠
政
、
忠

治
と
受
け
継
が
れ
、
１
６
５
４
年
（
承

応
３
）
に
、
一
応
完
了
し
て
い
ま
す
。

か
つ
て
の
利
根
川
は
、
千
葉
・
銚

子
で
太
平
洋
に
流
れ
出
て
い
た
の
で

な
く
、
江
戸
湾
に
注
い
で
い
ま
し
た
。

江
戸
湾
か
ら
銚
子
へ
と
流
路
を
変
え

た
の
が
利
根
川
東
遷
で
す
が
、
赤
堀

川
開
鑿

か
い
さ
く

が
そ
の
中
心
工
事
で
す
。
そ

の
目
的
と
し
て
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て

い
る
の
が
、
江
戸
を
利
根
川
の
水
害

か
ら
守
り
、
新
田
開
発
を
推
進
す
る

こ
と
、
舟
運
を
開
い
て
東
北
と
関
東

と
の
交
通
・
輸
送
体
系
を
確
立
す
る

こ
と
な
ど
で
す
。

し
か
し
、
近
世
初
期
の
利
根
川
東

遷
は
、
洪
水
だ
け
を
向
こ
う
に
持
っ

て
い
こ
う
と
し
た
計
画
で
す
。
だ
か

ら
、
赤
堀
川
は
放
水
路
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
る
と
、

み
な
さ
ん
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
の
最
大
の
目
的
は
、
日

光
街
道
の
安
全
の
た
め
、
と
私
は
考

く
っ
た
の
で
す
。

見
沼
代
用
水
路

八
代
将
軍
吉
宗
が
、
紀
州
か
ら
井
沢
弥
惣
兵
衛
為

永
を
呼
び
寄
せ
て
つ
く
ら
せ
た
用
水
。
伊
奈
忠
治
が

造
成
し
た
灌
漑
用
水
源
地
で
あ
る
見
沼
溜
井
（
み
ぬ

ま
た
め
い
）
の
水
量
が
不
足
し
た
の
と
、
排
水
不
良

に
よ
る
水
害
を
解
消
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
。

井
沢
は
、
貯
水
池
に
よ
っ
て
下
流
域
の
灌
漑
を
行

な
う
関
東
流
の
方
式
を
改
め
、
用
水
路
と
排
水
路
を

組
み
合
わ
せ
る
紀
州
流
と
呼
ば
れ
る
方
式
を
採
用
。

排
水
路
で
見
沼
の
水
を
抜
き
、
そ
の
跡
を
水
田
に
変

え
、
新
た
に
開
鑿
し
た
用
水
路
で
水
を
供
給
し
た
。

東
西
２
つ
の
用
水
路
は
、
見
沼
に
代
わ
る
も
の
と

し
て
、
見
沼
代
（
み
ぬ
ま
だ
い
）
用
水
と
名
づ
け
ら

れ
、
旧
・
浦
和
市
の
東
部
一
帯
の
水
田
を
灌
漑
し
て

い
る
。

治
水
に
は
実
務
家
が
い
た

し
か
し
、
あ
の
見
沼
代
用
水
は
、
地

元
の
農
民
が
計
画
し
た
も
の
な
ん
で
す

よ
。
測
量
ま
で
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
を

江
戸
幕
府
に
や
っ
て
く
れ
、
と
要
請
し

た
ん
で
す
。
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
、
吉

宗
の
改
革
と
つ
な
が
っ
た
。

本
当
に
、
地
元
の
農
民
が
利
根
川
の

水
を
持
っ
て
く
る
と
か
荒
川
の
水
を
持

っ
て
く
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
構
想
を

出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
拡
大
し
て
、
井

沢
が
実
施
計
画
を
完
成
さ
せ
た
。
基
本

計
画
は
、
無
名
の
地
元
民
が
つ
く
っ
た

の
で
す
。
実
は
、
こ
う
い
う
こ
と
が
大

事
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

河
川
地
図
も
結
構
つ
く
ら
れ
て
い
ま

し
た
か
ら
、
流
域
を
理
解
す
る
こ
と
も

で
き
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
治
水
は
局

所
的
な
工
事
で
は
解
決
で
き
ま
せ
ん
か

ら
、
広
域
的
な
視
野
を
持
っ
て
い
た
は

ず
で
す
。

こ
う
い
う
事
実
を
知
る
と
、
治
水
家

と
い
う
の
は
い
っ
た
い
な
ん
な
ん
だ
、

と
い
う
気
に
な
り
ま
す
ね
。

武
田
信
玄
や
加
藤
清
正
、
豊
臣
秀
吉

は
治
水
家
な
の
か
。
確
か
に
工
事
の
許

可
を
出
し
て
、
実
行
す
る
力
を
持
っ
て

い
た
こ
と
は
事
実
で
す
か
ら
、
治
水
家

と
呼
ん
で
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
は
、
伊
奈
や
井
沢
を
治
水
家
と
呼

ん
で
も
い
い
の
か
。
こ
れ
に
も
疑
問
が

生
じ
ま
す
。
正
確
に
い
え
ば
、
彼
ら
は

行
政
官
で
す
よ
ね
。
実
際
の
技
術
や
環

境
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
人
間
は
、

配
下
に
別
に
い
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う

い
う
役
割
は
、
地
方

じ

か

た

と
呼
ば
れ
る
人
た

ち
が
担
っ
て
い
た
ん
で
す
。

一
番
被
害
に
遭
う
農
民
が
、
彼
ら
に

訴
え
ま
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
専
門
の
行

政
官
の
と
こ
ろ
に
、
情
報
は
蓄
積
さ
れ

て
い
く
は
ず
な
ん
で
す
。

甲
州
で
よ
く
見
ら
れ
る
聖
牛
な
ど
の

水
制
工
は
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
、
と
私
は
思
い

ま
す
よ
。
伊
奈
や
井
沢
個
人
は
、
そ
ん

な
こ
と
は
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

歴
史
を
正
し
く
認
識
す
る

伊
奈
流
と
か
甲
州
流
な
ん
て
い
う
呼

び
方
も
、
当
時
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
き
た
の
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
。

例
え
ば
、
﹁
井
沢
弥
惣
兵
衛
が
初
め
て

連
続
堤
を
つ
く
っ
た
﹂
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
そ
れ
が
定
説
と
な
っ
て
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ど
ん
ど
ん
孫
引
き
さ
れ
て
し
ま
う
。
実

態
を
見
て
い
く
と
、
違
っ
て
い
る
こ
と

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
、
複

雑
な
事
情
が
あ
る
の
に
、
簡
単
に
言
い

切
っ
て
し
ま
う
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
。

渡
良
瀬
遊
水
地
の
こ
と
も
そ
う
で
す

よ
。
私
は
現
地
に
行
っ
て
、
10
年
ぐ
ら

い
か
か
っ
て
調
べ
ま
し
た
け
ど
、
一
般

に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
９
割
が
間
違

い
で
す
。

利
根
川
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
た
の
は
、

１
７
８
３
年
（
天
明
３
）
浅
間
山
の
大
噴

火
が
原
因
。
そ
れ
で
土
砂
が
流
出
し
て
、

利
根
川
の
河
床
が
上
が
っ
た
。
そ
の
た

め
に
利
根
川
の
水
が
渡
良
瀬
川
の
ほ
う

に
流
れ
込
ん
で
、
渡
良
瀬
川
の
水
が
は

け
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
谷
中
村

（
貯
水
池
と
な
っ
た
栃
木
県
下
都
賀
郡
谷
中
村
。
渡

良
瀬
川
、
思
川
、
巴
波
川
の
３
つ
の
川
が
合
流
す
る

地
点
）
の
辺
り
に
水
が
あ
ふ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

川
俣
事
件
と
い
っ
て
、
１
９
０
０
年

︵
明
治
33
︶
東
京
に
訴
え
に
出
る
た
め

に
利
根
川
を
渡
ろ
う
と
し
た
鉱
毒
被
害

住
人
と
警
官
隊
が
川
俣
︵
現
・
群
馬
県

明
和
町
︶
で
ぶ
つ
か
っ
て
、
怪
我
人
が

出
る
大
騒
動
が
起
き
た
。
地
域
住
人
が

何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
と
い

う
研
究
が
、
今
ま
で
全
然
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
頭
か
ら
、
足
尾
銅
山
の
操

業
禁
止
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
彼
ら
が

ま
ず
求
め
て
い
た
の
は
、
渡
良
瀬
川
の

改
修
で
す
。
治
水
さ
え
し
っ
か
り
し
て

い
れ
ば
、
鉱
毒
は
抑
え
ら
れ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

当
時
、
度
々
氾
濫
し
て
い
た
館
林
の

辺
り
に
は
、
ま
だ
霞
堤

か
す
み
て
い

が
残
っ
て
い
て
、

氾
濫
さ
せ
る
こ
と
で
大
き
な
水
害
を
防

い
で
い
た
。
そ
の
た
め
、
鉱
毒
が
地
域

に
ば
ら
ま
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
氾

濫
し
な
い
よ
う
な
治
水
を
陳
情
し
に
い

く
の
で
す
。
そ
の
と
き
帝
国
議
会
で
は
、

利
根
川
治
水
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

技
術
と
経
験
の
継
承

治
水
家
と
い
う
の
は
、
地
域
の
動
き

を
正
確
に
理
解
し
て
、
適
切
な
事
業
を

行
な
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
を
立
ち
退
か
せ
て
ま
で
し
て
遊
水
地

を
つ
く
っ
た
と
い
う
例
は
、
近
世
に
は

な
い
と
思
い
ま
す
。

堤
防
と
い
う
の
は
、
人
が
住
ん
で
い

る
所
か
ら
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
ね
。

そ
し
て
土
地
の
安
全
が
安
定
し
て
く
る

と
、
自
然
と
進
出
し
て
く
る
人
が
現
れ

る
。
最
初
は
危
険
を
覚
悟
な
ん
だ
け
れ

ど
、
や
が
て
そ
こ
も
安
定
し
て
人
が
多

く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
ま
た
守
る
た

め
に
堤
防
が
つ
く
ら
れ
る
。
昔
の
開
発

と
い
う
の
は
、
こ
う
い
っ
た
人
々
の
自

然
な
動
き
に
沿
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
治
水
家
と
い
う

の
は
、
こ
う
し
た
刻
々
と
変
わ
る
人
の

動
き
を
把
握
し
て
い
る
人
だ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
地
域
の
歴
史
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
細
か
い
活
動
の
積
み
重
ね
な

ん
で
す
。

近
世
に
入
る
ま
で
は
、
堤
防
と
い
っ

た
ら
地
域
住
人
が
つ
く
っ
た
小
さ
い
堤

防
が
中
心
で
し
た
。
そ
れ
が
技
術
と
し

て
も
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
あ
る
と
き
、
権
力
者
と
利
害

が
一
致
し
て
、
援
助
を
得
て
大
規
模
な

堤
防
へ
と
発
展
し
た
ん
で
す
。

浚
渫
技
術

信
玄
堤
を
中
心
と
し
た
治
水
シ
ス
テ

ム
は
大
変
優
れ
た
も
の
で
す
が
、
少
な

く
と
も
明
治
期
に
は
御
勅
使
川
の
河
床

が
上
が
っ
て
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
ま

し
た
。
で
は
、
な
ぜ
放
置
し
た
の
か
。

そ
れ
は
、
当
時
の
技
術
で
は
、
そ
の
解

消
が
困
難
だ
っ
た
こ
と
と
、
明
治
前
期

に
お
い
て
は
、
河
口
の
浚
渫
に
膨
大
な

お
金
が
か
か
っ
て
、
地
方
に
ま
で
手
が

回
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

川
と
は
生
き
物
で
す
。
川
と
い
う
の

は
、
水
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
水
と

土
砂
。
１
８
９
６
年
（
明
治
29
）
に
信
玄

堤
が
決
壊
し
て
、
大
水
害
が
起
き
ま
す

よ
ね
。
少
な
く
と
も
そ
の
と
き
に
は
、

も
う
信
玄
が
つ
く
っ
た
と
い
う
仕
組
み

は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。

浚
渫
技
術
が
な
い
時
代
は
、
人
力
で

や
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
熱
心
に

や
っ
た
の
が
河
村
瑞
軒
で
す
。

大
阪
城
下
で
は
、
淀
川
本
流
が
城
の

北
側
で
大
和
川
古
流
と
合
流
し
て
市
中

を
貫
流
し
て
い
た
た
め
、
度
々
洪
水
に

見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
河
村
瑞
軒
は
そ

の
解
決
の
た
め
に
、
九
条
島
を
直
進
す

る
水
路
を
開
鑿
し
、
伝
法
の
ほ
う
に
曲

流
し
て
い
た
淀
川
末
流
を
海
に
直
流
さ

せ
る
な
ど
、
市
中
の
河
川
の
浚
渫
改
修

を
積
極
的
に
行
な
い
ま
し
た
。

近
代
に
つ
い
て
み
る
と
、
港
湾
の
浚

渫
技
術
は
、
１
９
０
７
年
（
明
治
40
）
に

は
確
立
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
信
濃
川
の
例
で
す
が
、
土
砂

が
堆
積
し
ま
す
か
ら
、
信
濃
川
の
水
が

一
定
量
維
持
さ
れ
な
い
と
、
船
の
航
行

が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た

め
、
低
湿
地
で
あ
る
越
後
平
野
を
水
害

か
ら
守
る
た
め
に
分
水
路
を
つ
く
り
た

い
と
い
う
嘆
願
は
、
な
か
な
か
聞
き
入

れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

明
治
初
頭
に
い
っ
た
ん
は
聞
き
入
れ

ら
れ
て
、
分
水
工
事
が
始
ま
り
ま
す
が
、

反
対
運
動
が
起
き
て
中
止
に
な
り
ま
す
。

１
９
０
９
年
（
明
治
42
）
に
工
事
を
再
開

し
て
大
河
津

お
お
こ
う
づ

分
水
を
つ
く
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
た
の
は
、
﹁
浚
渫
技
術
が
進
ん

だ
か
ら
、
信
濃
川
の
水
量
が
減
っ
て
も

新
潟
港
で
の
船
の
航
行
に
支
障
が
な

い
﹂
と
い
う
説
明
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

か
ら
で
す
。
大
河
津
分
水
に
よ
っ
て
、

信
濃
川
は
分
水
町
（
現
・
新
潟
県
燕
市
内
）

で
分
流
し
、
三
島
郡
大
河
津
村
（
現
・
長

岡
市
）
を
経
て
日
本
海
に
注
ぐ
よ
う
に

な
り
、
水
害
も
軽
減
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
施
工
能
力
に
長
け
た
沖
野

忠
雄
の
功
績
で
も
あ
り
ま
す
。

堆
積
土
砂
の
問
題
は
、
川
の
計
画
を

す
る
際
に
重
要
な
問
題
で
ね
、
オ
ラ
ン

ダ
人
技
師
は
非
常
に
そ
の
こ
と
を
気
に

し
て
い
ま
し
た
ね
。
ど
う
流
れ
て
き
て
、

海
に
出
て
い
く
の
か
。
そ
の
心
配
か
ら

解
放
さ
れ
た
の
が
、
１
９
０
７
年
（
明
治

40
）
ご
ろ
で
す
。

舟
運ま

た
、
河
道
の
中
だ
け
で
い
っ
た
ら
、

舟
運
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
河
川
舟
運

の
黄
金
期
は
１
８
７
０
年
代
末
か
ら
１

８
９
０
年
代
ま
で
（
明
治
10
〜
20
年
代
）
な

ん
で
す
よ
。
日
本
が
鉄
道
で
内
陸
輸
送

を
行
な
っ
て
い
く
と
い
う
方
針
を
打
ち

立
て
た
の
が
、
１
８
９
２
年
（
明
治
25
）

で
す
。

そ
れ
ま
で
、
河
川
整
備
の
大
き
な
目

的
は
舟
運
利
用
で
し
た
。
そ
の
た
め
の

近
代
技
術
に
よ
る
河
川
整
備
を
指
導
し

た
の
が
、
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
た
ち
で
す
。

フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
（G

.J.van
D
oorn

）

は
仙
台
湾
の
野
蒜
築
港
、
ム
ル
デ
ル

（A
.T
.L.R
ouw
enhorst

M
ulder

）
は
信
濃
川

の
調
査
計
画
、
利
根
川
河
道
計
画
、
リ

ン
ド
（I.A

.lindo

）
は
江
戸
川
（
松
戸
〜
古
ヶ

崎
）
、
利
根
川
、
信
濃
川
の
調
査
、
デ
・

レ
ー
ケ
（J.de

R
ijke

）
は
木
曽
川
改
修
計

画
、
大
阪
築
港
計
画
、
富
山
・
常
願
寺

改
修
計
画
な
ど
を
や
り
ま
し
た
。

彼
ら
の
主
張
は
、
そ
れ
ま
で
あ
ち
こ

ち
に
動
い
て
い
た
河
道
を
固
定
し
、
整

備
し
て
い
く
こ
と
で
︵
低
水
路
整
備
︶
、
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舟
運
の
機
能
を
高
め
る
と
い
う
も
の
で

す
。し

か
し
、
そ
れ
を
や
っ
た
の
は
舟
運

の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
水
が
ス
ム
ー

ズ
に
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
洪
水
対

策
に
も
役
立
つ
と
い
う
こ
と
も
重
要
な

目
的
な
の
で
す
。
そ
れ
で
導
入
さ
れ
た

も
の
の
一
つ
が
ケ
レ
ッ
プ
水
制
で
す
。

ケ
レ
ッ
プ
水
制

オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
エ
ッ
セ
ル
ら
に
よ
り
日
本
に
も

た
ら
さ
れ
た
。
船
の
航
路
を
確
保
す
る
た
め
に
、
流

れ
を
川
の
中
心
に
集
め
る
Ｔ
字
型
の
不
透
過
水
制
。

安
定
し
た
川
幅
や
水
深
を
保
つ
た
め
に
設
置
さ
れ
た
。

ま
た
、
周
辺
に
は
た
く
さ
ん
の
湾
処
が
で
き
る
た
め

豊
か
な
生
態
系
が
育
ま
れ
る
。

強
固
な
堤
防
で
守
る

で
す
か
ら
、
こ
の
段
階
は
治
水
と
利

水
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ん

で
す
。
低
水
路
整
備
が
進
ん
だ
次
の
段

階
に
な
っ
て
、
堤
防
を
つ
く
ろ
う
と
い

う
方
針
を
、
国
が
直
轄
事
業
で
押
し
進

め
て
い
っ
た
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
流
れ
に
な
っ
て
い
っ
た

一
番
の
要
因
は
、
地
域
住
民
の
要
望
で

す
。
帝
国
議
会
に
地
域
住
民
か
ら
要
望

書
が
出
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
治
水

を
や
っ
て
く
れ
、
と
い
う
声
が
も
の
す

ご
く
多
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

一
方
、
堤
防
を
つ
く
る
だ
け
の
財
政

基
盤
が
で
き
た
、
と
い
う
時
代
背
景
も

あ
っ
た
。
常
に
氾
濫
し
て
い
る
状
況
か

ら
、
堤
防
で
守
っ
て
安
定
さ
せ
る
こ
と

で
地
域
が
発
展
す
る
。
そ
う
い
う
発
展

の
時
期
と
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
、
１
８
９

６
年
（
明
治
29
）
河
川
法
が
で
き
、
淀
川

と
筑
後
川
整
備
に
着
手
し
ま
し
た
。

明
治
改
修

明
治
改
修
に
は
２
つ
の
目
的
が
あ
り

ま
し
た
。
一
口
に
言
え
ば
、
国
土
の
近

代
化
で
す
が
、
都
市
整
備
と
水
田
地
帯

の
水
害
防
御
で
す
。

都
市
整
備
に
は
、
都
市
内
の
排
水
路

と
港
湾
の
整
備
が
あ
り
ま
す
。
都
市
の

整
備
と
い
う
問
題
が
如
実
に
出
て
き
た

の
は
、
ま
ず
は
淀
川
で
す
。
そ
れ
で
放

水
路
を
つ
く
り
大
阪
市
内
を
守
る
と
と

も
に
、
大
阪
港
を
築
港
す
る
の
で
す
。

近
代
都
市
に
向
か
っ
て
、
整
備
を
進
め

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
下
水
道
事
業
を
や
ろ
う
と
し

た
ら
、
排
出
先
の
川
が
し
っ
か
り
し
て

い
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。

隅
田
川
は
荒
川
の
下
流
部
で
す
が
、

こ
こ
に
も
放
水
路
を
つ
く
っ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
常
襲
氾
濫
地
帯
に
工
場
が

ど
ん
ど
ん
進
出
し
て
き
ま
し
た
。
前
は

水
田
だ
っ
た
所
に
工
場
や
住
宅
が
進
出

し
て
き
て
、
新
し
い
水
害
、
都
市
水
害

が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
防

御
で
す
。
ま
た
地
方
で
は
、
水
田
の
防

御
が
課
題
と
な
り
、
地
主
を
中
心
に
治

水
が
要
求
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
応

え
た
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
明
治
改
修
の
指
導
を
行
な

っ
た
の
が
沖
野
忠
雄
で
、
彼
は
﹁
直
轄

事
業
の
父
﹂
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
改
修
の
と
き
に
、
初
め
て
近
代

施
工
に
よ
る
河
川
改
修
が
可
能
に
な
っ

た
。
具
体
的
に
は
、
浚
渫
船
、
土
砂
運

搬
の
た
め
の
機
関
車
な
ど
で
す
。

私
は
す
ぐ
に
裏
を
考
え
て
し
ま
う
ん

で
す
が
、
日
清
戦
争
が
終
わ
っ
て
金
が

な
く
て
ヒ
ー
ヒ
ー
言
っ
て
い
る
１
８
９

６
年
（
明
治
29
）
に
、
何
で
そ
ん
な
金
の

か
か
る
こ
と
を
し
た
の
か
。
推
測
で
す

が
対
ロ
シ
ア
戦
に
備
え
て
、
近
代
的
な

施
工
技
術
を
確
保
し
た
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
大
型
構
造

物
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で

す
。
こ
れ
が
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
と
の
違

い
で
す
ね
。
だ
か
ら
放
水
路
な
ん
か
が

つ
く
れ
る
よ
う
に
な
る
。
オ
ラ
ン
ダ
人

技
師
は
、
大
河
津
分
水
に
対
し
て
も
反

対
し
て
い
ま
す
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ

る
ん
で
し
ょ
う
が
、
一
つ
に
は
放
水
路

を
管
理
す
る
技
術
的
な
自
信
が
な
か
っ

た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

沖
野
は
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
て
、
そ

う
い
う
技
術
も
学
ん
で
き
ま
す
。
し
か

し
、
土
木
と
い
う
の
は
建
築
と
違
っ
て
、

一
人
の
人
間
が
や
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ

な
く
て
組
織
と
し
て
行
な
う
。
だ
か
ら
、

組
織
を
動
か
せ
る
力
量
が
あ
る
人
間
で

な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
と
、
議
会
を

含
め
て
、
地
域
住
人
を
納
得
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。

そ
れ
で
明
治
改
修
と
い
う
と
す
ぐ
に

沖
野
忠
雄
の
名
前
が
挙
が
る
ん
で
す
が
、

実
際
に
計
画
を
や
っ
た
の
は
原
田
貞
介

は
ら
だ

て
い
す
け

（
土
木
学
会
８
代
会
長
）
で
す
。

沖
野
は
初
代
の
内
務
技
監
に
な
り
ま

す
。
二
代
目
に
は
原
田
貞
介
が
就
任
し

ま
し
た
。
当
時
、
ま
だ
若
か
っ
た
青
山

あ
お
や
ま

士
あ
き
ら

は
沖
野
と
意
見
を
衝
突
さ
せ
ま
す

が
、
原
田
が
仲
介
す
る
こ
と
に
よ
り
沖

野
も
納
得
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
り
ま
す
。
沖
野
は
、
原
田
の
力
を
認

め
て
い
た
の
で
す
。

明
治
後
半
期
、
沖
野
と
原
田
の
コ
ン

ビ
が
河
川
計
画
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し

た
。
そ
の
後
の
施
設
計
画
の
段
階
で
コ

ン
ク
リ
ー
ト
技
術
が
入
っ
て
き
た
。
そ

れ
が
大
正
の
は
じ
め
（
１
９
１
２
年
〜
）
ぐ

ら
い
で
す
。
沖
野
の
時
代
は
コ
ン
ク
リ

ー
ト
は
あ
ま
り
使
っ
て
お
ら
ず
、
レ
ン

ガ
や
木
で
構
造
物
を
つ
く
っ
て
い
る
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
引
き
続
き
、
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
技
術
が
入
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
と
き
に
、
積
極
的
に
使
っ
て

い
こ
う
と
提
案
し
た
の
が
青
山
士
と
宮

本
武
之
輔
で
、
壊
れ
た
大
河
津
分
水
の

改
修
も
成
功
さ
せ
ま
す
。
沖
野
は
、
そ

の
点
で
青
山
・
宮
本
と
少
し
技
術
力
に

差
が
あ
り
ま
し
た
。

ダ
ム日

本
の
ダ
ム
事
業
が
輝
い
て
い
た
の

は
、
戦
後
の
１
９
５
０
年
代
（
昭
和
20
年

代
後
半
）
か
ら
高
度
経
済
成
長
時
代
で
す
。

建
設
さ
れ
た
の
は
発
電
、
農
業
用
水
、

都
市
用
水
を
含
め
た
多
目
的
ダ
ム
で
す
。

も
っ
と
言
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
や
っ

た
Ｔ
Ｖ
Ａ
事
業
が
、
終
戦
後
に
日
本
に

導
入
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
日
本
に
も
同

じ
よ
う
な
計
画
は
戦
前
か
ら
あ
っ
た
の

で
す
が
、
終
戦
後
に
社
会
的
認
知
を
得

て
、
戦
後
復
興
期
の
柱
に
な
っ
た
。

豊稔池ダム（香川県）。現存する日本最古の石積式マルチプルア
ーチダム。多連式アーチダムとしては全国に2つの内の1つ。
1997年に国の登録有形文化財（土木構造物）に登録された。度
重なる大干ばつへの対策として1926年（大正15）に着工され、
1930年（昭和5）に完成。地元住民延べ15万人による人海戦術に
より、約4年で完成された。
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用
水
の
確
保
が
目
的
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
だ
け
で
ダ
ム
を
つ
く
る
と
い
う
の

は
け
し
か
ら
ん
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
戦
後
は
治
水
が
加
わ
っ
た
。

タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
、
１
９
４
７
年

（
昭
和
22
）
に
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
で
利
根

川
が
決
壊
し
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
ま

す
。
死
者
行
方
不
明
者
１
０
０
０
名
、

家
屋
全
壊
流
失
６
０
０
０
戸
の
大
災
害

で
、
利
根
川
の
大
洪
水
地
域
に
、
米
軍

の
救
助
艇
が
出
動
し
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
で

食
料
を
投
下
し
て
い
ま
す
。
東
京
都
内

も
濁
流
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
と
き
に
新
し
い
治
水
計
画
が
立

て
ら
れ
、
ダ
ム
が
浮
上
し
て
き
ま
し
た
。

歴
史
的
に
は
こ
う
い
う
経
緯
で
、
治

水
と
利
水
が
、
近
代
に
お
い
て
ダ
ム
建

設
を
中
心
に
し
て
、
再
び
調
和
し
て
い

っ
た
の
で
す
。

堤
防
に
よ
る
治
水
と
併
せ
て
、
ダ
ム

に
よ
る
治
水
が
入
っ
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
ダ
ム
に
つ
い
て
、
理
論
的
に
打
ち

出
し
て
い
っ
た
の
が
、
物
部
長
穂

も
の
の
べ

な
が
ほ

と
い

う
人
で
す
。

物
部
長
穂
（
１
８
８
８
〜
１
９
４
１
年
）

工
学
博
士
。
日
本
の
水
理
学
、
土
木
耐
震
学
の
草
分

け
的
存
在
。
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
土
木
工
学
科

卒
業
後
、
鉄
道
院
の
技
師
と
な
り
信
濃
川
鉄
道
橋
を

設
計
。
内
務
省
土
木
局
勤
務
の
か
た
わ
ら
、
東
京
帝

国
大
学
理
科
大
学
に
再
編
入
し
、
理
論
物
理
学
を
学

ぶ
。
関
東
大
震
災
の
震
災
状
況
を
詳
細
に
調
査
し
た

結
果
を
基
に
論
文
を
発
表
、
従
来
の
耐
震
工
学
の
根

本
を
転
換
す
る
研
究
結
果
と
し
て
、
帝
国
学
士
院
よ

り
恩
賜
賞
を
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
多
目
的
ダ
ム
論

を
提
唱
。
主
な
著
書
に
「
水
理
学
」（
岩
波
書
店
１

９
３
３
）、「
土
木
耐
震
学
」（
常
盤
書
房
１
９
３
３
）。

治
水
家
と
は
何
か

こ
の
よ
う
な
治
水
の
歴
史
を
概
観
し

て
、
教
訓
と
し
て
、
今
に
生
か
せ
る
も

の
は
何
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
地
域
を
理
解
す
る
こ
と
で
す

ね
。
こ
れ
か
ら
の
地
域
づ
く
り
は
、
文

化
的
景
観
の
整
備
が
重
要
な
柱
に
な
る
。

そ
う
い
う
文
脈
で
、
川
の
歴
史
を
丹
念

に
調
べ
る
。
そ
れ
を
文
化
的
景
観
と
し

て
地
域
に
位
置
づ
け
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
、

そ
う
い
う
動
き
は
こ
れ
か
ら
出
て
く
る

と
思
い
ま
す
。

文
化
的
景
観
と
呼
ぶ
の
は
、
単
に
美

し
い
景
観
と
し
て
で
は
な
く
、
人
々
が

働
き
か
け
て
築
い
て
き
た
﹁
蓄
積
﹂
と

し
て
、
今
の
景
観
が
あ
る
と
い
う
意
味

で
す
。
こ
れ
か
ら
の
河
川
整
備
は
、
地

域
か
ら
考
え
る
。
そ
れ
に
は
歴
史
を
ち

ゃ
ん
と
知
る
。
今
は
、
そ
の
理
解
が
足

り
ま
せ
ん
。

実
際
に
、
名
前
が
残
っ
て
い
る
治
水

家
を
支
え
た
の
は
、
無
名
の
地
元
民
や

地
域
で
す
。
こ
う
い
う
人
た
ち
は
後
世

に
名
前
が
残
り
ま
せ
ん
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
経
験
か
ら
得
た
知
恵
を
、
確
か
に
受

け
継
い
で
い
る
ん
で
す
。

少
し
前
だ
っ
た
ら
、
機
能
し
て
い
な

い
遺
構
は
す
ぐ
に
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た

け
れ
ど
、
地
域
の
歴
史
を
物
語
っ
て
い

る
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
、

﹁
個
性
あ
る
地
域
づ
く
り
﹂
に
生
か
し

Ｔ
Ｖ
Ａ

T
ennessee

V
alley

A
uthority：

テ
ネ
シ
ー
川
流

域
開
発
公
社
。
１
９
３
３
年
（
昭
和
８
）、
テ
ネ
シ
ー

川
流
域
の
総
合
開
発
を
目
的
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
、

ア
メ
リ
カ
政
府
の
機
関
。
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
が

世
界
恐
慌
の
対
策
と
し
て
実
施
し
た
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー

ル
政
策
の
一
環
で
、
世
界
最
初
の
地
域
開
発
で
も
あ

る
。
32
個
の
多
目
的
ダ
ム
な
ど
の
建
設
を
中
心
と
し

た
総
合
開
発
で
、
雇
用
創
出
と
購
買
力
向
上
を
目
論

ん
だ
。こ

の
と
き
に
、
治
水
が
そ
の
目
的
の

一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
多
目
的

ダ
ム
の
建
設
が
、
地
域
開
発
の
重
要
な

柱
と
し
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

利
水
の
問
題
は
ダ
ム
を
つ
く
る
こ
と

で
解
決
し
、
合
わ
せ
て
治
水
の
安
全
度

を
上
げ
て
い
く
。
し
か
し
こ
の
や
り
方

は
、
あ
る
意
味
で
既
に
破
綻
し
ま
し
た
。

社
会
状
況
が
変
わ
り
、
利
水
の
需
要
が

な
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
結
果
、

残
っ
た
目
的
と
し
て
、
治
水
が
前
面
に

出
て
き
ま
し
た
。
歴
史
的
に
見
て
、
治

水
の
た
め
だ
け
の
ダ
ム
事
業
と
い
う
の

は
、
実
に
新
し
い
も
の
な
ん
で
す
。

農
業
用
水
の
場
合
、
水
が
な
け
れ
ば

取
れ
ま
せ
ん
。
渇
水
期
に
は
諦
め
て
い

ま
し
た
。

し
か
し
、
１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
ご

ろ
か
ら
、
利
水
の
目
的
と
し
て
都
市
用

水
が
入
っ
て
き
た
。
都
市
の
人
の
命
を

支
え
、
工
業
を
発
展
さ
せ
る
水
と
し
て
、

川
の
流
量
を
増
や
さ
な
い
と
い
け
な
い
。

そ
れ
で
ダ
ム
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。

高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
い
か
に
都
市

用
水
を
得
る
の
か
が
、
地
域
の
重
要
な

課
題
で
し
た
。
大
き
な
伸
び
を
想
定
し

て
、
水
需
要
計
画
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

利
根
川
の
場
合
で
い
っ
た
ら
、
ダ
ム

を
つ
く
る
場
所
は
群
馬
県
が
中
心
で
す
。

一
方
、
水
が
欲
し
い
の
は
東
京
都
。
東

京
で
渇
水
が
問
題
に
な
る
の
は
１
９
５

５
年
（
昭
和
30
）
以
降
で
す
が
、
１
９
３

４
年
（
昭
和
９
）
だ
っ
た
か
な
、
東
京
都

は
既
に
そ
の
時
代
に
群
馬
県
山
間
部
に

に
目
を
つ
け
て
い
る
ん
で
す
。
戦
前
か

ら
、
将
来
の
水
需
要
の
手
当
を
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

東
京
都
は
多
摩
川
か
ら
水
を
持
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、
明
治
初
年
は
、
そ
の

水
源
に
な
っ
て
い
る
三
多
摩
地
域
は
神

奈
川
県
で
し
た
。
そ
れ
を
、
玉
川
上
水

の
水
源
確
保
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
１

８
８
９
年
（
明
治
22
）
に
東
京
府
に
移
管

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
何
と
か
で
き

る
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
後

人
口
が
ど
ん
ど
ん
増
え
た
。
そ
の
た
め

多
摩
川
に
小
河
内

お
ご
う
ち

貯
水
池
（
通
称
奥
多
摩
湖
。

１
９
５
７
年
（
昭
和
32
）
に
、
小
河
内
ダ
ム
で
堰
き

止
め
て
つ
く
ら
れ
た
。
竣
工
当
時
、
水
道
専
用
貯
水

池
と
し
て
は
世
界
最
大
規
模
）
を
つ
く
っ
た
。

そ
れ
で
も
将
来
的
に
水
が
不
足
す
る
。

そ
れ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
計
画
す

る
。
戦
前
に
群
馬
県
が
河
川
統
制
計
画

と
い
う
の
を
立
て
て
い
る
ん
で
す
が
、

そ
の
中
に
も
ち
ゃ
ん
と
東
京
都
の
都
市

用
水
確
保
が
目
的
に
入
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
が
現
実
化
し
て
い
く
の
は
、

戦
後
で
す
け
れ
ど
ね
。
群
馬
県
河
水
統

制
計
画
と
い
う
の
は
、
群
馬
県
の
農
業

用
水
、
発
電
、
そ
れ
と
東
京
都
の
都
市

て
い
く
。
そ
う
い
う
気
運
は
高
ま
っ
て

き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
が
工
学
部
で
は
な
く
、
国
際
地
域

学
部
に
き
て
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
の

は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
若
い

女
性
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
地
域
の
こ

と
に
こ
れ
か
ら
本
腰
を
入
れ
て
や
っ
て

く
だ
さ
る
と
い
う
の
は
、
女
性
だ
と
思

う
の
で
す
ね
。
定
量
化
は
工
学
部
の
仕

事
だ
か
ら
、
定
性
的
な
こ
と
を
教
え
て

い
ま
す
。
定
性
的
な
こ
と
を
き
ち
ん
と

理
解
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
地
域
を
良

く
し
て
い
く
こ
と
で
す
か
ら
。

施
工
力
で
も
っ
て
、
あ
る
意
味
で
自

然
を
克
服
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
河

川
技
術
者
の
﹁
目
利
き
﹂
が
い
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
も
言
え
る
か
な
。

こ
れ
ぐ
ら
い
の
流
量
で
あ
れ
ば
土
砂
が

堆
積
し
な
い
と
か
、
土
砂
が
こ
う
動
く

と
か
、
あ
る
い
は
洪
水
の
流
れ
が
こ
う

な
る
と
か
、
河
川
全
体
か
ら
感
じ
取
る

力
で
す
。
こ
の
よ
う
な
質
の
高
い
技
術

が
、
あ
ま
り
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

従
来
の
意
味
で
の
治
水
家
が
終
焉
し

て
、
そ
れ
以
降
に
河
川
工
学
と
い
う
も

の
が
発
達
し
た
。

し
か
し
、
環
境
整
備
に
川
が
蓄
積
し

て
き
た
歴
史
を
生
か
す
た
め
に
、
再
び

新
た
な
治
水
家
意
識
が
必
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
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今
も
現
役
の
治
水
シ
ス
テ
ム

人
類
と
い
う
の
は
６
０
０
０
年
に
わ

た
っ
て
水
と
つ
き
合
っ
て
き
て
い
る
わ

け
で
す
。
と
こ
ろ
が
治
水
の
歴
史
を
調

べ
る
と
、
ナ
イ
ル
川
の
ナ
イ
ル
メ
ー
タ

ー
に
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
が
遺
構
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
信
玄
堤
に
注
目

す
る
の
は
、
４
５
０
年
前
に
で
き
て
か

ら
、
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
な
ん

で
す
よ
。

我
々
は
技
術
者
と
し
て
最
新
技
術
を

使
っ
て
河
川
と
つ
き
合
っ
て
い
る
ん
で

す
が
、
千
年
以
上
も
前
か
ら
水
と
人
と

の
か
か
わ
り
の
中
で
培
っ
て
き
た
ノ
ウ

ハ
ウ
を
、
是
非
伝
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

私
は
今
か
ら
７
年
ほ
ど
前
に
、
国
土

交
通
省
で
山
梨
県
全
域
の
河
川
と
道
路

を
管
理
す
る
甲
府
事
務
所
長
を
や
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
富
士
川
全
川

和田一範
わだかずのり

独立行政法人土木研究所研究企画監博士（工学）

1955年川崎市生まれ。東京工業大学土木工学科卒業後、
1978年建設省（当時）入省。建設省高知工事事務所長、
宮城県河川課長、国土交通省甲府工事事務所長、国土交
通省国土技術政策総合研究所流域管理研究官、愛媛大学
教授防災情報研究センター副センター長を経て、現職。

主な著書に『信玄堤　千二百年の系譜と大陸からの潮流』
（山梨日日新聞社 2002）、『グラフ信玄堤-千二百年の系
譜と大陸からの潮流』（山梨日日新聞社2003）ほか

水を制するものは、国を制す。

戦国時代の勇武田信玄は、

暴れ川を治め、新田開発することで

富国を目指しました。

その仕組みは、実に雄大な規模です。

人心を掌握し、

川除普請を実行した総合力に、

治水の叡智を学びます。

を
担
当
し
て
い
ま
す
。

富
士
川
と
い
う
の
は
南
ア
ル
プ
ス
か

ら
流
れ
て
き
て
、
甲
府
盆
地
を
流
れ
て

い
る
間
は
釜
無
川
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

笛
吹
川
と
い
う
も
う
１
つ
の
大
き
な
河

川
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
２
つ
が
合
流

し
た
所
か
ら
海
ま
で
を
富
士
川
と
呼
ん

で
い
ま
す
。

赴
任
し
て
か
ら
、
こ
こ
に
あ
る
信
玄

堤
が
４
５
０
年
間
機
能
し
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
い
ろ
い
ろ
と
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、

か
な
り
の
蘊
蓄

う
ん
ち
く

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
所
で
話
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
地
元
の
山
梨
日
日
新
聞
が

本
に
し
て
み
な
い
か
、
と
言
っ
て
く
れ

て
１
年
ぐ
ら
い
か
け
て
書
い
た
の
で
す
。

驚
い
た
こ
と
に
中
村
星
湖
文
学
賞
と
い

う
山
梨
県
の
文
学
賞
を
い
た
だ
い
て
、

地
元
で
は
一
瞬
で
す
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
流
れ
で
写
真
集
も
つ
く
り
、
技

術
的
提
言
と
か
、
政
策
的
提
言
を
加
え

て
、
ド
ク
タ
ー
論
文
に
も
仕
立
て
ま
し

た
。
講
演
集
は
﹃
河
川
文
化
︱
そ
の
19
﹄

（
社
団
法
人
日
本
河
川
協
会
２
０
０
５
）
と
い
う

本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

祭
り
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
利
用

武
田
信
玄
は
、
信
玄
堤
を
含
む
ト
ー

タ
ル
な
仕
組
み
で
、
流
水
を
統
制
し
ま

し
た
。
私
は
そ
れ
を
﹁
流
水
コ
ン
ト
ロ

かつて甲斐の国には、御幸祭が3つあったと
いわれている。おみゆきさんは「東御幸」。
上は、一之宮浅間（あさま）神社境内での様
子。「ソッコーダイッと」という掛け声で練
り歩く。現在では境内と近隣を練り歩いた後、
神輿はトラックで竜王の信玄堤まで運ばれ、
二之宮美和神社、三之宮玉諸神社の神輿と合
流し、三社神社の鳥居をくぐる。
神事の後、川に向かって水神と書かれた白い
石が投げられる。これを拾うと、厄除けや無
病息災にご利益があるといわれ、先を争って
拾おうとする人たちが待ち構えている。

武田信玄の総合的治水術
扇状地における流水コントロールシステム
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ー
ル
シ
ス
テ
ム
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
で

す
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
河
川
と
の
つ

き
合
い
方
を
熟
知
し
た
、
か
な
り
サ
ス

テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
施
設
も
卓
越
し
て
い
ま
す

が
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
も
大
変

素
晴
ら
し
い
シ
ス
テ
ム
が
考
え
出
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
毎
年
４
月
15
日

に
行
な
わ
れ
る
、
洪
水
期
前
の
水
防
の

お
祭
り
で
あ
る
御
幸
祭
、
通
称
﹁
お
み

ゆ
き
さ
ん
﹂
で
す
。

信
玄
堤
の
完
成
よ
り
７
０
０
年
前
ま

で
遡
る
平
安
時
代
、
西
暦
８
２
５
年

（
天
長
２
）
に
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

甲
斐
国
司
で
あ
る
文
屋
秋
津

ふ
ん
や
の
あ
き
つ

と
い
う
人

が
、
釜
無
川
の
洪
水
の
報
告
を
朝
廷
に

し
た
と
こ
ろ
、
朝
廷
か
ら
勅
使
が
来
た
。

そ
し
て
甲
府
盆
地
の
中
に
あ
る
一
宮
、

二
宮
、
三
宮
と
い
う
３
つ
の
神
社
で
共

同
し
て
、
信
玄
堤
の
あ
る
場
所
に
神
社

を
つ
く
り
な
さ
い
、
毎
年
お
祭
り
を
し

な
さ
い
、
と
指
示
し
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、
毎
年
続
い
て
い
る
祭
り

で
す
。
た
だ
、
１
８
７
１
年
（
明
治
４
）

に
太
政
官
布
告
﹁
官
社
以
下
定
額
・
神

官
職
制
等
規
則
﹂
に
よ
り
近
代
社
格
制

度
が
制
定
さ
れ
る
と
、
国
が
予
算
的
な

補
助
を
す
る
神
社
は
一
県
に
一
つ
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
一
宮
浅
間

い
ち
の
み
や
あ
さ
ま

神
社
以
外

の
祭
り
は
伝
統
の
幕
を
い
っ
た
ん
閉
じ

ま
し
た
。
二
宮
、
三
宮
の
祭
り
は
ど
う

し
た
か
と
い
う
と
、
地
元
の
祭
り
と
し

て
続
い
て
き
ま
し
た
。

私
が
所
長
の
と
き
に
そ
の
こ
と
に
気

づ
き
、
二
宮
、
三
宮
に
声
を
掛
け
た
と

こ
ろ
、
結
構
み
な
さ
ん
が
乗
っ
て
き
て

く
れ
て
。
２
０
０
３
年
、
実
に
１
３
０

年
ぶ
り
に
再
び
三
社
合
わ
せ
た
御
幸
祭
、

三
社
御
幸
が
復
活
し
て
い
ま
す
。

お
み
ゆ
き
さ
ん
が
な
ぜ
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
シ
ス
テ
ム
か
と
い
う
と
、
大
変
な
人

数
が
練
り
歩
き
ま
す
か
ら
、
堤
防
の
踏

み
固
め
を
す
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。

香
川
県
に
あ
る
満
濃
池
で
弘
法
大
師
が

盆
踊
り
を
し
た
、
と
い
う
言
い
伝
え
と

同
じ
役
目
を
担
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
神
輿
が
出
る
笛
吹
市
の
一
宮
浅

間
神
社
は
、
信
玄
堤
か
ら
20
d
も
離
れ

て
い
ま
す
。
今
は
担
い
で
歩
い
て
行
く

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、
ト
ラ
ッ

ク
で
堤
ま
で
持
っ
て
い
き
ま
す
が
、
当

時
は
練
り
歩
き
な
が
ら
行
っ
て
帰
っ
て

く
る
と
、
次
の
日
の
朝
に
な
っ
て
い
た

と
い
い
ま
す
。

こ
の
祭
り
の
面
白
い
の
は
、
堤
防
付

近
の
人
で
は
な
く
、
甲
府
盆
地
の
い
わ

ば
受
益
者
が
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
に

祭
り
を
行
な
う
、
と
い
う
点
で
す
。

江
戸
時
代
の
宝
暦
年
間
（
１
７
０
０
年
代

中
期
）
の
絵
巻
物
（
一
宮
浅
間
神
社
所
蔵
）
を

見
る
と
３
０
０
人
ぐ
ら
い
の
人
が
描
か

れ
て
い
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
大
名
行
列

ぐ
ら
い
の
人
数
で
す
。
当
時
は
年
２
回
、

春
と
秋
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

三
宮
の
玉
諸

た
ま
も
ろ

神
社
は
由
緒
あ
る
神
社

で
、
﹃
古
事
記
﹄
に

倭
建
命

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

が
甲
府

に
や
っ
て
来
て
、
洪
水
を
鎮
め
る
た
め

に
玉
を
埋
め
た
、
と
い
う
伝
説
が
あ
り

ま
す
。
絵
巻
物
で
は
三
宮
は
神
輿
で
は

な
く
御
幣
を
持
っ
て
、
抜
き
身
の
薙
刀

を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
か
深
い

意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
宮
司
さ

ん
に
も
う
か
が
い
ま
し
た
が
、
ち
ょ
っ

と
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

ど
う
い
う
ル
ー
ト
を
歩
い
た
か
と
い

う
明
治
年
間
の
記
録
が
残
っ
て
い
て
、

プ
ロ
ッ
ト
し
た
地
図
が
あ
り
ま
す
。
３

つ
の
行
列
が
合
流
し
て
、
隊
列
を
組
ん

で
信
玄
堤
の
三
社
神
社
に
向
か
い
ま
す
。

ル
ー
ト
を
見
ま
す
と
、
信
玄
堤
だ
け
で

は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
河
川
の
要
所
要

所
を
踏
み
固
め
な
が
ら
や
っ
て
来
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

信
玄
は
こ
の
祭
り
を
強
く
奨
励
し
ま

し
た
。
赤
い
着
物
を
着
て
、
化
粧
を
し
、

女
装
し
た
姿
で
神
輿
を
担
ぐ
と
い
う
変

わ
っ
た
祭
り
で
、
こ
れ
は
祀
ら
れ
て
い

る
の
が
木
花
咲
耶
姫

こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め

と
い
う
女
性
の
神

様
で
、
男
性
の
担
ぎ
手
だ
と
恥
ず
か
し

が
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
通
説
で
す
。

い
つ
か
ら
こ
う
な
っ
た
の
か
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
信
玄
の
時
代
か
ら
女
装
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
神
輿
練
り
を
毎
年
続
け
る
の
は
、

現
代
で
は
な
か
な
か
大
変
な
ん
で
す
よ
。

一
宮
神
社
は
氏
子
さ
ん
が
多
い
の
で
い

い
の
で
す
が
、
二
宮
、
三
宮
は
ト
ラ
ッ

ク
の
代
金
な
ど
を
捻
出
す
る
の
に
苦
労

し
て
い
る
み
た
い
で
す
。

し
か
し
、
水
防
の
自
助
、
共
助
の
観

点
か
ら
も
、
年
に
１
回
ぐ
ら
い
は
川
と

一
之
宮

浅
間
神
社

二
之
宮

美
和
神
社

三
之
宮

玉
諸
神
社

八幡神社上
石
田

三
社
神
社

一
蓮
寺

竜
王

三
社
神
社

信
玄
堤

釜
無
川

笛吹
川

平等
川

日川

金
川

重川

荒
川

和田一範『信玄提』（山梨日日新聞社 2002）および国土地理院『基盤地図情報』より作図

御幸ルート図
古い時代の御幸ルート（甲斐国志などから推測）
江戸時代一之宮浅間神社の御幸ルート（山梨歴史の道調査報告書御幸道より作成）

国土地理院基盤地図情報（縮尺レ
ベル25000）「山梨」を元に作図

右から、一之宮浅間（あさま）神社、二之宮美和神社、三之宮玉諸神社。三之宮の担ぎ手が着てい
る法被（はっぴ）には、○に三の紋。
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治
水
に
関
心
を
寄
せ
る
た
め
に
こ
う
し

た
祭
り
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

甲
府
盆
地
は
扇
状
地

信
玄
堤
は
、
釜
無
川
が
甲
府
盆
地
に

出
て
き
た
、
ち
ょ
う
ど
扇
状
地
の
扇
頂

部
に
あ
る
堤
防
で
す
。
山
梨
県
甲
斐
市

竜
王
と
い
う
場
所
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
の
堤
防
の
上
に
生
え
て
い
る
木
は
、

堤
防
が
切
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
に
つ

く
る
﹁
木
流
し
工
﹂
と
い
う
水
制
工
を

つ
く
る
の
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
木

も
信
玄
が
植
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
信
玄
堤
の
シ
ス
テ
ム

の
中
で
ご
く
一
部
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
。

笛
吹
川
が
扇
状
地
に
出
て
き
た
所
に

万
力
林
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
も

信
玄
が
つ
く
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
て
、

こ
の
２
つ
で
甲
府
盆
地
の
治
水
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。

富
士
川
の
氾
濫
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
見
る
と
、
こ
こ
が
切
れ
る
と
大
変
な

こ
と
に
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
決

壊
後
１
時
間
で
、
甲
府
盆
地
全
体
が
水

深
１
ｍ
の
水
浸
し
に
な
る
の
で
す
。

４
時
間
後
に
な
る
と
、
釜
無
川
の
下

流
部
に
い
た
っ
て
は
水
深
３
ｍ
に
達
し

ま
す
。
水
深
３
ｍ
と
い
う
の
は
１
階
の

軒
下
よ
り
上
に
な
り
ま
す
か
ら
、
多
く

の
死
者
が
出
る
大
災
害
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

昔
の
流
路
が
﹃
甲
斐
国
志
﹄
と
い
う

江
戸
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
文
献
に
載

っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
釜
無
川
は
今
よ

り
東
の
ほ
う
に
流
れ
て
い
ま
し
た
。
御み

勅
使

だ
い

川
と
い
う
信
玄
堤
を
語
る
上
で
重

要
な
支
川
が
あ
る
ん
で
す
が
、
も
っ
と

南
を
流
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
甲

府
盆
地
の
真
ん
中
に
向
か
っ
て
２
つ
の

川
が
流
れ
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

信
玄
の
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

信
玄
の
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ

ム
を
順
番
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
Ａ
の
場
所
は
（
13
ペ
ー
ジ
上
図
）
、

夜
叉
神
峠
と
い
う
南
ア
ル
プ
ス
の
方
面

に
上
っ
て
い
く
県
道
に
沿
っ
て
流
れ
る

沢
な
ん
で
す
が
、
御
勅
使
川
と
い
う
非

常
な
急
流
河
川
で
す
。
土
石
流
が
起
き

易
く
、
こ
の
辺
り
は
常
に
被
害
に
さ
ら

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
こ

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
こ
と
が
、
非

常
に
重
要
で
し
た
。

そ
れ
で
Ａ
の
場
所
に
﹁
出
し
﹂
と
呼

ば
れ
る
石
の
水
制
を
つ
く
っ
て
、
御
勅

使
川
が
南
の
ほ
う
に
流
れ
て
い
く
の
を

防
ご
う
と
し
ま
し
た
。
文
献
に
は
５
つ

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在

は
３
つ
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
石
積
み
で
す
。
片
端
か
ら
積

み
始
め
て
反
対
端
ま
で
行
っ
て
戻
っ
て

く
る
﹁
行
っ
て
こ
い
積
み
﹂
と
い
う
積

み
方
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
中
期
の
技
術
で
、
信
玄
の
時
代
に
は

こ
う
い
う
積
み
方
は
無
か
っ
た
。
信
玄

重たい神輿を担いで練り歩くことによって、土手が踏み固められる。
着物は軟派だが、足許は硬派。水防の祭だけに、消防団も堤防に集結。

が
住
ん
で
い
た
躑
躅
ヶ
崎

つ

つ

じ

が

さ

き

の
館
と
い
う

城
が
あ
り
ま
す
が
（
現
・
信
玄
神
社
）
、
こ

こ
の
石
垣
は
稚
拙
な
積
み
方
で
、
江
戸

時
代
に
入
っ
て
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
な

し
っ
か
り
し
た
石
積
み
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
御
勅
使
川
の
﹁
出
し
﹂
は
、
信
玄

の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
、
徐
々

に
直
し
な
が
ら
使
い
続
け
て
い
た
と
考

え
て
い
ま
す
。

Ｂ
の
場
所
に
は
﹁
白
根
の
将
棋
頭
﹂

と
い
う
施
設
を
つ
く
っ
て
、
御
勅
使
川

を
２
つ
に
分
け
て
い
ま
す
。
２
つ
に
分

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

減
ず
る
、
と
い
う
の
が
目
的
で
す
。

﹁
将
棋
頭
﹂
は
、
Ｃ
の
場
所
に
も
あ

っ
て
、
﹁
竜
岡
の
将
棋
頭
﹂
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
さ
ら
に
川
を
２

つ
に
分
け
て
い
ま
し
た
。

将
棋
頭
に
よ
っ
て
、
２
つ
に
分
け
ら

れ
て
い
た
御
勅
使
川
は
、
今
は
砂
防
工

事
に
よ
っ
て
新
し
い
流
路
の
み
が
本
川

と
な
っ
て
い
ま
す
。
廃
川
に
な
っ
た
前

御
勅
使
川
は
、
今
は
県
道
南
ア
ル
プ
ス

線
と
い
う
道
路
に
な
っ
て
い
ま
す
。

八
ヶ
岳
が
噴
火
し
た
と
き
に
火
砕
流

が
流
れ
て
で
き
た
段
丘
の
先
端
を
切
り

割
っ
て
、
こ
こ
に
流
路
を
通
す
よ
う
に

し
た
の
が
D
の
場
所
で
す
。
こ
こ
を

﹁
堀
切

ほ
っ
き
り

﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
先
に
十
六
石
と
い
う

施
設
E
が
あ
っ
て
、
釜
無
川
の
流
れ
を

ぶ
つ
け
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
ど
ん
な
形
状
だ
っ
た
か
確
認
で
き
な

い
の
で
す
が
、
巨
石
を
並
べ
た
と
か
積



相
川

荒
川

御勅使川

釜
無
川

A

F

E
D

G
C

B

白
根
将
棋
頭

竜
岡
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治
水
に
関
心
を
寄
せ
る
た
め
に
こ
う
し

た
祭
り
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

甲
府
盆
地
は
扇
状
地

信
玄
堤
は
、
釜
無
川
が
甲
府
盆
地
に

出
て
き
た
、
ち
ょ
う
ど
扇
状
地
の
扇
頂

部
に
あ
る
堤
防
で
す
。
山
梨
県
甲
斐
市

竜
王
と
い
う
場
所
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
の
堤
防
の
上
に
生
え
て
い
る
木
は
、

堤
防
が
切
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
に
つ

く
る
﹁
木
流
し
工
﹂
と
い
う
水
制
工
を

つ
く
る
の
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
木

も
信
玄
が
植
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
信
玄
堤
の
シ
ス
テ
ム

の
中
で
ご
く
一
部
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
。

笛
吹
川
が
扇
状
地
に
出
て
き
た
所
に

万
力
林
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
も

信
玄
が
つ
く
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
て
、

こ
の
２
つ
で
甲
府
盆
地
の
治
水
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。

富
士
川
の
氾
濫
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
見
る
と
、
こ
こ
が
切
れ
る
と
大
変
な

こ
と
に
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
決

壊
後
１
時
間
で
、
甲
府
盆
地
全
体
が
水

深
１
ｍ
の
水
浸
し
に
な
る
の
で
す
。

４
時
間
後
に
な
る
と
、
釜
無
川
の
下

流
部
に
い
た
っ
て
は
水
深
３
ｍ
に
達
し

ま
す
。
水
深
３
ｍ
と
い
う
の
は
１
階
の

軒
下
よ
り
上
に
な
り
ま
す
か
ら
、
多
く

の
死
者
が
出
る
大
災
害
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

昔
の
流
路
が
﹃
甲
斐
国
志
﹄
と
い
う

江
戸
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
文
献
に
載

っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
釜
無
川
は
今
よ

り
東
の
ほ
う
に
流
れ
て
い
ま
し
た
。
御み

勅
使

だ
い

川
と
い
う
信
玄
堤
を
語
る
上
で
重

要
な
支
川
が
あ
る
ん
で
す
が
、
も
っ
と

南
を
流
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
甲

府
盆
地
の
真
ん
中
に
向
か
っ
て
２
つ
の

川
が
流
れ
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

信
玄
の
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

信
玄
の
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ

ム
を
順
番
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
Ａ
の
場
所
は
（
13
ペ
ー
ジ
上
図
）
、

夜
叉
神
峠
と
い
う
南
ア
ル
プ
ス
の
方
面

に
上
っ
て
い
く
県
道
に
沿
っ
て
流
れ
る

沢
な
ん
で
す
が
、
御
勅
使
川
と
い
う
非

常
な
急
流
河
川
で
す
。
土
石
流
が
起
き

易
く
、
こ
の
辺
り
は
常
に
被
害
に
さ
ら

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
こ

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
こ
と
が
、
非

常
に
重
要
で
し
た
。

そ
れ
で
Ａ
の
場
所
に
﹁
出
し
﹂
と
呼

ば
れ
る
石
の
水
制
を
つ
く
っ
て
、
御
勅

使
川
が
南
の
ほ
う
に
流
れ
て
い
く
の
を

防
ご
う
と
し
ま
し
た
。
文
献
に
は
５
つ

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在

は
３
つ
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
石
積
み
で
す
。
片
端
か
ら
積

み
始
め
て
反
対
端
ま
で
行
っ
て
戻
っ
て

く
る
﹁
行
っ
て
こ
い
積
み
﹂
と
い
う
積

み
方
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
中
期
の
技
術
で
、
信
玄
の
時
代
に
は

こ
う
い
う
積
み
方
は
無
か
っ
た
。
信
玄

み
上
げ
た
と
か
文
献
に
は
書
い
て
あ
り

ま
す
。
こ
れ
に
御
勅
使
川
か
釜
無
川
の

流
れ
を
ぶ
つ
け
た
と
あ
り
ま
す
。

十
六
石
は
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。
地

中
レ
ー
ダ
ー
を
使
っ
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、

巨
石
が
発
見
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は

な
い
か
、
と
い
う
場
所
に
案
内
看
板
を

出
し
て
あ
り
ま
す
。
古
地
図
を
見
る
と
、

巨
石
を
積
み
上
げ
た
水
制
施
設
の
よ
う

で
す
。
流
れ
を
変
え
て
高
岩
に
当
て
る

た
め
に
、
御
勅
使
川
で
は
な
く
、
釜
無

川
を
十
六
石
に
ぶ
つ
け
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
。

こ
の
流
れ
を
、
や
は
り
溶
岩
流
が
固

ま
っ
て
で
き
た
﹁
高
岩
﹂
と
い
う
崖
に

ぶ
つ
け
た
の
が
F
。
高
岩
が
切
れ
た
所

は
、
通
常
の
堤
防
の
区
間
で
す
か
ら
、

合
流
し
て
き
た
御
勅
使
川
の
勢
い
を
受

け
止
め
き
れ
ず
に
、
甲
府
盆
地
の
ほ
う

ま
で
流
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
の
で
す
。

で
す
か
ら
堀
切
も
十
六
石
も
、
流
水

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
合
流

し
た
流
れ
の
勢
い
を
高
岩
に
ぶ
つ
け
る

た
め
の
仕
組
み
で
し
た
。

将
棋
頭
で
流
れ
を
２
つ
に
分
け
た
と

き
に
で
き
た
前
御
勅
使
川
も
釜
無
川
に

合
流
し
ま
す
が
、
合
流
地
点
は
高
岩
よ

り
下
流
で
す
か
ら
甲
府
盆
地
ま
で
行
っ

て
し
ま
う
恐
れ
が
生
じ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
釜
無
川
と
前
御
勅
使
川

が
合
流
し
た
こ
の
流
れ
の
勢
い
を
、
高

岩
に
ぶ
つ
か
っ
て
跳
ね
返
っ
て
き
た
流

れ
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
で
、
相
殺
し
て
い

ま
す
。
高
岩
に
ぶ
つ
か
っ
て
跳
ね
返
っ

て
く
る
流
れ
を
﹁
高
岩
跳
ね
﹂
と
呼
ん

で
い
て
、
こ
れ
を
う
ま
く
利
用
し
て
い

る
の
で
す
。
ま
さ
に
水
を
も
っ
て
水
を

制
す
、
の
実
例
で
す
。

信
玄
は
、
こ
の
よ
う
に
複
合
的
な
シ

ス
テ
ム
を
組
み
合
わ
せ
て
、
流
水
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。

信
玄
堤
は
霞
堤

G
の
地
点
が
信
玄
堤
に
な
り
ま
す
。

堤
防
と
い
う
の
は
つ
な
が
っ
て
い
る

の
が
普
通
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ

は
切
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
霞
堤
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
信
玄
堤
は
、
こ
う
い

っ
た
不
連
続
の
堤
防
を
幾
つ
も
つ
く
っ

て
い
る
、
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

普
通
に
考
え
る
と
﹁
間
が
空
い
て
い

た
ら
困
る
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
思
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
水
に
な
っ
た
と
き

に
隙
間
か
ら
じ
わ
っ
と
水
が
あ
ふ
れ
て
、

再
び
隙
間
を
通
っ
て
川
に
戻
っ
て
い
く

と
い
う
仕
組
み
で
す
。
あ
ふ
れ
た
と
い

っ
て
も
、
時
間
は
せ
い
ぜ
い
１
日
か
ら

半
日
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
あ
ふ
れ
た
水

が
ち
ゃ
ん
と
戻
っ
て
い
く
よ
う
に
で
き

て
い
る
ん
で
す
ね
。

も
し
も
堤
防
を
つ
な
ぐ
と
ど
う
な
る

か
と
い
う
と
、
堤
防
の
一
番
上
ま
で
水

位
が
上
が
っ
て
き
て
、
あ
る
一
カ
所
が

ボ
ン
と
切
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
切
れ

た
所
が
流
路
に
な
っ
て
、
甲
府
盆
地
の

中
心
部
に
一
気
に
流
れ
込
む
よ
う
な
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
不
連
続
に
し
て
あ
る
と

い
う
の
は
、
一
カ
所
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

集
中
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
も

あ
る
ん
で
す
。

模
型
実
験
で
検
証

将
棋
頭
と
い
う
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
施
設
は
、
私
の
知
る
限
り
、
日
本
に

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
と
て
も
不

思
議
な
ん
で
す
が
、
な
ぜ
信
玄
だ
け
が

こ
う
い
う
施
設
を
つ
く
っ
た
の
か
。

強
い
て
似
た
も
の
を
挙
げ
る
と
静
岡

県
の
大
井
川
に
舟
形
輪
中
と
い
う
シ
ス

テ
ム
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
屋
敷
林
を

舟
の
形
に
し
て
、
大
井
川
が
あ
ふ
れ
た

と
き
に
家
を
守
れ
る
よ
う
に
し
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
舟
形
輪
中
に
は

石
垣
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
静
岡
は
駿

河
の
国
で
、
信
玄
と
も
ゆ
か
り
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
つ
な
が
り
を
探
り
た
い
と

こ
ろ
で
す
。

ド
ク
タ
ー
論
文
に
載
せ
ま
し
た
が
、

私
は
模
型
実
験
で
、
流
路
に
土
砂
が
溜

ま
っ
て
い
っ
て
自
然
に
砂
州
が
で
き
る

こ
と
を
検
証
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
施
設
と
い
う
の
は
、
何
も

な
い
と
こ
ろ
か
ら
い
き
な
り
つ
く
ろ
う

と
す
る
と
、
大
変
な
労
力
が
か
か
り
ま

す
。
河
川
の
流
路
が
蛇
行
し
て
い
く
と

と
も
に
、
自
然
に
土
砂
が
溜
ま
っ
て
い

っ
た
砂
礫
堆

さ
れ
き
た
い

を
利
用
し
て
、
石
を
張
っ

て
補
強
を
し
て
こ
の
よ
う
な
施
設
を
つ

荒
川

御勅使川

釜
無
川

重たい神輿を担いで練り歩くことによって、土手が踏み固められる。
着物は軟派だが、足許は硬派。水防の祭だけに、消防団も堤防に集結。

信
玄
以
降
の
、
大
雨
の
と
き
の
流
路
。

右
は
そ
れ
以
前
の
流
路
の
想
像
図
。

明
治
21
年
に
測
量
し
た
２
万
分
の
１
地
図
（
国
土
地
理
院
）
よ
り
作
図

が
住
ん
で
い
た
躑
躅
ヶ
崎

つ

つ

じ

が

さ

き

の
館
と
い
う

城
が
あ
り
ま
す
が
（
現
・
信
玄
神
社
）
、
こ

こ
の
石
垣
は
稚
拙
な
積
み
方
で
、
江
戸

時
代
に
入
っ
て
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
な

し
っ
か
り
し
た
石
積
み
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
御
勅
使
川
の
﹁
出
し
﹂
は
、
信
玄

の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
、
徐
々

に
直
し
な
が
ら
使
い
続
け
て
い
た
と
考

え
て
い
ま
す
。

Ｂ
の
場
所
に
は
﹁
白
根
の
将
棋
頭
﹂

と
い
う
施
設
を
つ
く
っ
て
、
御
勅
使
川

を
２
つ
に
分
け
て
い
ま
す
。
２
つ
に
分

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

減
ず
る
、
と
い
う
の
が
目
的
で
す
。

﹁
将
棋
頭
﹂
は
、
Ｃ
の
場
所
に
も
あ

っ
て
、
﹁
竜
岡
の
将
棋
頭
﹂
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
さ
ら
に
川
を
２

つ
に
分
け
て
い
ま
し
た
。

将
棋
頭
に
よ
っ
て
、
２
つ
に
分
け
ら

れ
て
い
た
御
勅
使
川
は
、
今
は
砂
防
工

事
に
よ
っ
て
新
し
い
流
路
の
み
が
本
川

と
な
っ
て
い
ま
す
。
廃
川
に
な
っ
た
前

御
勅
使
川
は
、
今
は
県
道
南
ア
ル
プ
ス

線
と
い
う
道
路
に
な
っ
て
い
ま
す
。

八
ヶ
岳
が
噴
火
し
た
と
き
に
火
砕
流

が
流
れ
て
で
き
た
段
丘
の
先
端
を
切
り

割
っ
て
、
こ
こ
に
流
路
を
通
す
よ
う
に

し
た
の
が
D
の
場
所
で
す
。
こ
こ
を

﹁
堀
切

ほ
っ
き
り

﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
先
に
十
六
石
と
い
う

施
設
E
が
あ
っ
て
、
釜
無
川
の
流
れ
を

ぶ
つ
け
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
ど
ん
な
形
状
だ
っ
た
か
確
認
で
き
な

い
の
で
す
が
、
巨
石
を
並
べ
た
と
か
積
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く
っ
た
、
と
い
う
ほ
う
が
理
に
か
な
っ

て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
に
山
梨
県
が

行
な
っ
た
遺
跡
分
布
調
査
の
報
告
書
に
、

縦
に
並
ん
で
い
る
小
さ
な
レ
の
字
が
載

っ
て
い
ま
す
。
現
地
に
行
く
と
小
さ
な

石
垣
積
み
の
も
の
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

山
梨
で
堰

せ
ぎ

と
い
う
と
用
水
路
の
こ
と

な
ん
で
す
が
、
徳
島
堰
と
い
う
用
水
路

の
水
門
と
か
分
派
施
設
を
守
る
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
石
積
み
だ
っ
た
ん
で
す
。

徳
島
堰
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
に
入

っ
て
か
ら
徳
島
兵
左
衛
門
と
い
う
人
に

よ
っ
て
、
１
６
６
６
年
（
寛
文
６
）
に
つ

く
ら
れ
た
用
水
路
で
す
。
徳
島
兵
左
衛

門
は
将
棋
頭
を
見
て
、
こ
う
い
う
も
の

を
つ
く
っ
て
用
水
路
を
守
ろ
う
、
と
思

い
つ
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

こ
ん
な
に
重
要
な
施
設
が
、
今
ま
で

ま
っ
た
く
顧
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
も
驚
き
で
す
が
、
こ
の
発
見

は
地
元
の
新
聞
に
も
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

文
久
年
間
の
古
図
を
見
る
と
、
将
棋

頭
が
３
つ
あ
り
ま
す
し
、
明
治
初
期
の

大
日
本
帝
国
測
量
図
と
い
う
最
初
期
の

５
万
分
の
１
の
地
図
を
見
る
と
、
将
棋

頭
の
よ
う
に
レ
の
字
の
形
の
も
の
が
幾

つ
も
見
ら
れ
ま
す
。
大
き
な
も
の
だ
け

で
４
つ
あ
り
ま
す
。

高
岩
の
下
流
に
も
﹁
出
し
﹂
が
あ
り

ま
す
。
現
在
の
も
の
は
新
し
く
つ
く
ら

れ
た
﹁
出
し
﹂
で
す
が
、
お
み
ゆ
き
さ

ん
の
石
投
げ
の
儀
式
は
、
古
来
、
こ
の

一
番
出
し
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
も
く
わ
し
い
記
録
が

無
い
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、

実
は
信
玄
堤
に
関
す
る
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
の
文
献
は
残
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。

信
玄
は
病
死
す
る
ん
で
す
が
、
そ
の

跡
を
勝
頼
が
継
ぎ
、
勝
頼
は
織
田
信
長

に
長
篠

な
が
し
の

の
合
戦
で
敗
退
し
ま
す
。
そ
の

後
韮
崎
城
に
籠
り
ま
す
が
、
最
後
は
織

田
信
長
と
徳
川
家
康
の
連
合
軍
に
天
目

山
（
現
・
甲
斐
大
和
の
辺
り
）
で
敗
れ
て
、

武
田
家
は
滅
ぶ
わ
け
で
す
。
こ
の
と
き

に
武
田
二
十
四
将
と
い
わ
れ
る
家
臣
た

ち
は
家
康
に
雇
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
こ

の
と
き
に
大
事
な
文
書
は
す
べ
て
処
分

さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

信
玄
の
経
済
政
策
で
一
番
有
名
な
甲

州
金
と
信
玄
堤
に
関
す
る
文
献
は
、
ま

っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
文
献

に
信
玄
堤
の
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
、

江
戸
時
代
中
期
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

武
田
信
玄
・
勝
頼
に
仕
え
た
武
将
、

高
坂

こ
う
さ
か

弾
正
忠

だ
ん
じ
ょ
う
の
ち
ゅ
う

虎
綱

と
ら
つ
な

（
高
坂
昌
信
）
の

日
記
と
い
わ
れ
て
い
る
﹃
甲
陽
軍
艦
﹄

に
も
、
信
玄
堤
の
こ
と
は
出
て
き
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
治
水
の
要
で
あ
る
信

玄
堤
は
、
ト
ッ
プ
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

家
康
に
も
受
け
継
が
れ
た
も
の

信
玄
は
ま
た
、
信
玄
堤
を
守
る
た
め

に
竜
王
河
原
宿
と
い
う
新
田
開
発
を
行

な
い
、
開
拓
団
を
募
り
ま
し
た
。
特
区

を
つ
く
り
、
税
金
を
免
除
す
る
代
わ
り

に
、
治
水
に
当
た
ら
せ
ま
し
た
。
こ
れ

が
い
わ
ば
甲
斐
市
竜
王
の
起
こ
り
で
す
。

武
田
家
が
滅
ん
で
家
康
が
甲
府
に
や

っ
て
来
た
と
き
に
、
地
元
の
庄
屋
さ
ん

方
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
継
承
す
る
よ
う

に
陳
情
し
て
い
ま
す
。

家
康
は
﹁
信
玄
が
つ
く
っ
た
仕
組
み

な
ら
重
要
だ
か
ら
続
け
な
さ
い
﹂
と
言

っ
て
こ
れ
を
認
め
ま
し
た
。
い
っ
て
み

れ
ば
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
前
任
者
の
施
策

を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

よ
ほ
ど
優
れ
た
仕
組
み
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
は
、
﹁
甲
府
は
江
戸
の
奥

座
敷
﹂
と
言
わ
れ
、
徳
川
の
直
轄
領
だ

っ
た
の
で
す
か
ら
、
非
常
に
重
要
視
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
信
玄
は
釜
無
川
の
水
制
に

﹁
聖
牛
﹂
と
い
う
施
設
を
盛
ん
に
用
い

ま
し
た
。
丸
太
を
三
角
形
に
組
ん
で
、

﹁
蛇
籠

じ
ゃ
か
ご

﹂
と
い
う
籠
に
石
を
詰
め
込
ん

で
重
し
に
し
ま
し
た
。
今
は
金
属
の
網

で
籠
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時

は
竹
製
の
籠
で
し
た
。
こ
れ
に
流
水
が

当
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勢
い
を
削
い

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
﹁
聖
牛
﹂

を
日
本
で
初
め
て
使
っ
た
の
は
、
武
田

信
玄
で
信
玄
堤
の
改
修
だ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
江
戸
時
代

の
古
文
書
﹃
地
方

じ

か

た

凡は
ん

例
録

れ
い
ろ
く

﹄
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。
信
玄
の
勢
力
拡
大
に
伴
っ

て
、
大
井
川
や
安
倍
川
、
木
曽
川
に
も

伝
播
し
て
い
き
、
江
戸
時
代
中
期
、
享

保
年
間
（
１
７
０
０
年
初
頭
）
に
は
全
国
に

上：正面中央が釜無川の高岩（F）。富士山が見える右側が下流で、
樹木が低くなったところが信玄堤。
下段左から、御勅使川上流の石積出し（A）、竜岡の将棋頭（C）。
富士川の各遺構には説明書きがあり、見学会なども盛んに催され
ている。
下：小さな将棋頭状の石垣で守られた徳島堰の開口部。現在の徳
島堰は、天井川になった御勅使川の下を直交して通っている。か
つての徳島堰は、御勅使川の上を木樋で通していた、と聞く。
右：十六石（E）の遺構は現存しないが、近くの公園には、歩道を
流路に見立て、十六石と高岩を模したモニュメントが置いてある。
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広
ま
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

﹁
聖
牛
﹂
は
環
境
に
も
優
し
い
と
、
現

代
に
な
っ
て
改
め
て
見
直
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
、
信
玄
堤
で
見
ら
れ
る
聖
牛

は
、
２
０
０
２
年
（
平
成
14
）
に
整
備
さ

れ
た
も
の
で
す
。

た
だ
解
析
し
て
み
ま
す
と
、
２
年
や

３
年
に
１
回
の
洪
水
で
ひ
っ
く
り
返
っ

て
し
ま
う
程
度
の
も
の
で
、
昔
は
そ
の

度
に
つ
く
り
替
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

逆
に
言
え
ば
、
誰
で
も
人
の
手
で
簡
単

に
つ
く
れ
た
。
当
時
の
河
川
改
修
の
目

標
外
力
と
い
う
の
が
２
年
や
３
年
に
１

回
ぐ
ら
い
の
洪
水
に
対
応
す
る
、
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ

れ
で
充
分
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

我
々
が
今
、
１
０
０
年
に
１
回
規
模

の
洪
水
に
堪
え
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

る
の
と
は
、
安
全
度
の
レ
ベ
ル
が
大
き

く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
国
ま
で
連
な
る
治
水
の
叡
智

さ
て
、
信
玄
は
﹁
聖
牛
﹂
や
﹁
将
棋

頭
﹂
を
ど
こ
か
ら
思
い
つ
い
た
の
で
し

ょ
う
か
。
調
べ
て
い
た
ら
、
世
界
遺
産

に
も
な
っ
て
い
る
中
国
・
四
川
省
成
都

に
都
江
堰

と
こ
う
え
ん

と
い
う
施
設
が
あ
っ
て
、
信

玄
が
つ
く
っ
た
流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ

ス
テ
ム
に
非
常
に
近
い
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

都
江
堰
の
こ
と
は
司
馬
遷
の
﹃
史
記
﹄

に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
﹃
史
記
﹄
は

世
界
で
一
番
古
い
歴
史
書
と
い
わ
れ
る

文
献
で
す
。
都
江
堰
や
信
玄
堤
を
見
て

い
る
と
、
当
時
の
人
た
ち
が
自
然
の
猛

威
に
対
し
て
、
い
か
に
共
生
し
て
い
た

か
と
い
う
叡
智
を
感
じ
ま
す
。
そ
の
叡

智
を
今
の
河
川
管
理
に
役
立
て
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

河
川
整
備
に
よ
っ
て
安
全
度
が
上
が

る
と
、
先
人
の
叡
智
は
忘
れ
ら
れ
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
昔
は
洪
水
も
頻
繁
に

起
こ
り
ま
し
た
か
ら
、
﹁
聖
牛
﹂
な
ど

も
誰
で
も
つ
く
れ
る
技
術
だ
っ
た
の
で

す
が
、
10
年
に
１
度
と
か
20
年
に
１
度

し
か
洪
水
が
発
生
し
な
い
状
況
に
な
る

と
、
そ
う
し
た
技
術
の
継
承
も
廃
れ
る

し
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
場
所
が
危
な

い
地
域
だ
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
叡
智
が
失
わ
れ
て

い
き
ま
す
。

あ
ふ
れ
さ
せ
る
こ
と
で
安
全
を
確
保

し
て
い
た
霞
堤
は
、
現
在
の
町
中
に
も

町
道
に
形
を
変
え
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
霞
堤
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
、
地
元
の
人
た
ち
は
も
う
知
ら

な
い
ん
で
す
ね
。

三
社
御
幸
を
復
活
さ
せ
る
と
き
も
、

二
宮
、
三
宮
の
氏
子
さ
ん
方
に
声
を
掛

け
に
い
っ
た
の
で
す
が
、
﹁
こ
の
祭
り

は
治
水
の
お
祭
り
な
ん
で
す
よ
﹂
と
言

っ
た
ら
、
み
ん
な
び
っ
く
り
し
て
い
ま

し
た
。

で
は
、
先
人
の
叡
智
を
今
の
河
川
管

理
に
生
か
す
に
は
、
具
体
的
に
ど
う
し

た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
が
﹁
何
十

年
に
１
度
ぐ
ら
い
の
確
率
で
あ
ふ
れ

る
﹂
と
い
う
よ
う
な
情
報
だ
け
で
は
不

十
分
で
、
﹁
昔
は
こ
う
な
っ
て
い
た
、

こ
う
い
う
所
だ
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
を

知
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
危
険
性
を

把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

今
は
堤
防
で
守
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ

ど
、
い
っ
た
ん
切
れ
た
ら
、
30
分
で
こ

こ
ま
で
水
が
き
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、

そ
の
と
き
に
ど
こ
に
逃
げ
る
の
か
を
認

識
す
る
。
そ
れ
と
逃
げ
る
タ
イ
ミ
ン
グ

も
難
し
い
。
家
の
前
の
道
が
浸
か
っ
て

き
た
ら
す
ぐ
に
避
難
所
に
逃
げ
る
の
か
、

浸
か
っ
て
き
た
ら
も
う
間
に
合
わ
な
い

か
ら
２
階
に
逃
げ
る
の
か
。
そ
う
い
う

個
人
に
問
わ
れ
る
判
断
は
、
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
か
ら
だ
け
で
は
下
せ
な
い
で
し

ょ
う
。
そ
れ
は
個
々
人
の
問
題
で
、
地

域
の
人
々
が
、
そ
の
地
域
の
災
害
の
特

性
、
昔
か
ら
の
土
地
柄
を
知
っ
て
自
ら

の
避
難
行
動
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が

大
事
で
す
。

お
み
ゆ
き
さ
ん
を
含
め
た
﹁
信
玄
の

流
水
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
﹂
は
、

シ
ス
テ
ム
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
地
域

の
自
助
、
共
助
活
動
の
再
認
識
に
役
立

つ
と
い
う
点
が
重
要
で
す
。
毎
年
、
洪

水
期
前
に
行
な
わ
れ
る
こ
の
お
祭
り
は
、

現
代
、
こ
の
地
域
に
住
む
人
々
に
、
川

と
の
つ
き
合
い
方
を
呼
び
起
こ
す
た
め

の
仕
組
み
な
の
で
す
。
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郷
土
史
研
究
の
き
っ
か
け

１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
、
オ
イ
ル
シ

ョ
ッ
ク
の
年
に
実
家
の
農
家
を
継
ぐ
た

め
に
、
40
歳
近
く
に
な
っ
て
山
梨
に
帰

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
勧
め
て
く

れ
る
人
が
い
て
、
こ
ち
ら
か
ら
法
政
大

学
の
大
学
院
に
３
年
ほ
ど
通
い
ま
し
た
。

大
学
院
に
入
っ
た
年
に
、
古
島

ふ
る
し
ま

敏
雄

と
し
お

先
生
が
東
京
大
学
を
退
官
さ
れ
ま
し
た
。

引
く
手
あ
ま
た
な
中
、
豊
田
武
先
生
が

お
誘
い
し
て
法
政
大
学
大
学
院
で
歴
史

地
理
を
持
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
と
き
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
﹁
笛
吹

川
と
釜
無
川
に
囲
ま
れ
た
、
こ
の
甲
府

盆
地
と
い
う
の
は
、
非
常
に
生
産
力
が

高
い
所
だ
っ
た
。
こ
の
土
地
が
ど
の
よ

う
に
治
水
に
よ
っ
て
耕
地
と
な
っ
て
い

っ
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
て
み
た
い
﹂

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
で
も
、
古
島
先
生

ご
自
身
で
は
研
究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
私
が
す
ぐ
に
手
を
挙
げ
て

﹁
私
、
山
梨
の
人
間
で
す
。
私
に
や
ら

せ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
。

古
島
先
生
は
﹁
こ
う
い
う
こ
と
が
あ

る
は
ず
だ
よ
﹂
と
仮
説
を
立
て
な
が
ら

指
導
さ
れ
ま
し
た
が
、
河
川
工
学
者
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
治
水
自

体
の
講
義
は
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

検
地
帳
と
い
う
、
土
地
を
調
べ
た
帳

簿
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
が
慶
長
と
か

寛
文
と
か
、
い
く
つ
か
の
時
代
ご
と
に

残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
家
康
が
甲
斐
を

歴史をひも解くには、文献を渉猟し、現場に足を運ぶ以外に、

そこで暮らした人の思いを理解しなくてはなりません。

水害史を深く刻む山梨で、

農業生産に携わりながら郷土史研究に取り組んできた安達満さんは、

検地帳から実に豊かな史実を紡いでいます。

既成の見方からの脱却が、水利事業にも、

村のあり方にも新たな視座を与えてくれました。

安達満
あだちみつる

山梨郷土研究会理事　前・山梨県史編纂専門委員

1936年生まれ。法政大学文学部史学科卒業後、同大学職員を経て、法政大学大学院
人文科学研究科日本史学専攻修士課程。主な著書、論文に『釜無川治水の発展過程1』
（山梨郷土研究会『甲斐路』30号 1977）、『釜無川治水の発展過程2』（山梨郷土研究
会『甲斐路』32号 1978）、『「川除口伝書」にみる甲州治水工法』（武田史研究会『武
田氏研究』2号 1988）、『近世甲斐の治水と開発』（山梨日日新聞社 1993）ほか

再
領
し
た
１
６
０
１
年
（
慶
長
６
）
と
翌

年
、
そ
れ
か
ら
60
〜
70
年
ほ
ど
し
て
寛

文
〜
貞
享
年
間
に
や
っ
て
い
る
。
こ
の

２
つ
の
検
地
帳
を
突
き
合
わ
せ
て
、
１

つ
の
村
で
耕
地
が
ど
の
よ
う
に
広
が
っ

て
い
っ
た
か
を
見
る
と
、
案
外
治
水
の

成
果
に
よ
っ
て
耕
地
が
広
が
っ
て
い
っ

た
状
況
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
こ
と
で
取
り
組
ん
で
み
た
ん

で
す
が
、
２
つ
の
検
地
帳
で
、
ほ
と
ん

ど
の
小
字
が
合
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
大

き
く
流
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と

な
ん
で
し
ょ
う
。

じ
ゃ
あ
別
な
方
法
で
や
っ
て
み
よ
う
、

と
い
う
こ
と
で
村
の
石
高
に
着
目
し
、

甲
州
国
中

く
に
な
か

地
方
の
土
地
生
産
力
を
検
地

帳
か
ら
調
べ
て
み
ま
し
た
。
﹃
近
世
甲

斐
の
治
水
と
開
発
﹄（
山
梨
日
日
新
聞
１
９

９
３
）
は
、
僕
の
修
士
論
文
で
す
。

古
島
先
生
の
研
究
方
法
は
、
﹁
資
料

に
語
ら
せ
な
さ
い
﹂
と
い
う
も
の
で
す
。

自
分
が
語
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
は
な
い
こ
と
を
探
っ
て
い
く

ん
で
す
。
大
学
院
の
と
き
に
﹁
安
達
さ

ん
、
あ
な
た
は
こ
れ
を
や
り
な
さ
い
﹂

と
言
っ
て
、
先
生
が
資
料
を
入
れ
た
箱

を
く
だ
さ
っ
た
。
や
り
残
し
た
と
思
っ

て
気
に
し
て
お
ら
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

そ
の
中
に
、
こ
の
１
９
４
７
年
（
昭
和
22
）

の
地
図
も
入
っ
て
い
ま
し
た
。

地
図
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と

こ
れ
か
ら
話
を
す
る
の
は
、
だ
い
た

い
中
郡
筋
、
西
郡
筋
、
万
力
筋
。
塩
山

の
ほ
う
は
栗
原
筋
と
い
い
ま
す
け
ど
、

あ
ま
り
資
料
が
な
い
の
で
触
れ
て
い
ま

せ
ん
。

荒
川
以
西
が
巨
摩
郡
、
以
東
が
山
梨

郡
、
日
川
・
笛
吹
川
以
南
が
八
代
郡
で

す
。
そ
れ
に
重
ね
て
釜
無
川
以
西
が
西

郡
筋
、
盆
地
中
央
が
中
郡
筋
、
笛
吹
川

上
流
右
岸
が
万
力
筋
な
ど
、
近
世
初
頭

に
成
立
し
た
九
筋
の
行
政
地
域
区
分
が

あ
り
ま
す
が
、
筋
の
こ
と
は
普
通
の
人

に
は
お
わ
か
り
に
な
り
ま
せ
ん
ね
。
図

（
17
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

笛
吹
川
以
東
は
、
小
さ
い
旗
本
の
土

地
だ
っ
た
た
め
に
、
検
地
帳
が
残
っ
て

い
な
い
か
ら
確
認
で
き
ま
せ
ん
。

富
士
川
か
ら
笛
吹
川
以
西
の
ほ
う
、

つ
ま
り
甲
府
は
、
桜
田
領
と
呼
ば
れ
て

桜
田
門
に
居
を
構
え
て
い
た
松
平
綱
豊

が
統
治
し
て
い
た
。
綱
豊
は
綱
吉
の
死

後
に
改
名
し
、
徳
川
家
宣
と
し
て
１
７

０
９
年
（
宝
永
６
）
に
六
代
将
軍
に
な
っ

て
い
ま
す
。

寛
文
年
間
に
検
地
し
た
と
き
の
検
地

帳
を
調
べ
て
み
る
と
、
だ
い
た
い
標
高

３
０
０
c
以
下
の
土
地
に
は
二
毛
作
田

の
麦
田
が
な
い
ん
で
す
。
３
０
０
c
以

上
に
な
る
と
、
麦
田
が
現
れ
る
。
３
０

０
〜
６
０
０
c
ま
の
地
帯
は
、
耕
地
と

し
て
は
一
番
安
定
し
て
い
ま
す
。

３
０
０
c
以
下
に
な
ぜ
二
毛
作
田
が

な
い
か
と
い
う
と
、
低
湿
地
だ
か
ら
で

す
。
水
位
が
高
く
て
麦
が
抜
け
ち
ゃ
う

ん
で
す
。
水
田
な
ら
い
い
で
す
が
ね
。

暮らす人の知恵と術
石高変遷から探る、甲府盆地の治水と開発
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５
本
、
は
っ
き
り
と
振
っ
た
跡
が
あ
る
。

釜
無
川
が
ど
う
い
う
風
に
流
れ
た
か
も
、

地
図
か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。

御
勅
使
川
と
い
う
の
は
、
昔
は
普
段

は
ほ
と
ん
ど
水
が
な
い
。
た
だ
、
水
が

い
っ
た
ん
出
る
と
、
ど
ー
ん
と
き
た
。

つ
ま
り
、
砂
礫
層
な
の
で
普
段
は
水
が

伏
流
水
に
な
っ
て
地
下
を
流
れ
て
い
る

ん
で
す
。
今
の
御
勅
使
川
に
水
が
あ
る

の
は
、
砂
防
堤
で
守
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。
地
下
に
水
が
浸
透
せ
ず
に
済
ん

で
い
る
。
大
き
な
土
木
工
事
で
、
状
況

が
一
変
し
ち
ゃ
う
で
し
ょ
。
そ
こ
か
ら

昔
の
様
子
を
解
き
起
こ
す
の
は
、
本
当

に
骨
が
折
れ
ま
す
。

こ
の
地
図
か
ら
は
、
見
た
だ
け
で
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、

現
在
の
甲
府
の
地
図
は
家
だ
ら
け
。
も

う
、
そ
の
中
か
ら
読
み
取
る
と
い
う
の

は
、
よ
ほ
ど
事
情
が
わ
か
っ
て
い
な
い

と
難
し
い
で
す
ね
。

信
玄
堤
の
解
釈

信
玄
は
甲
府
盆
地
を
安
定
さ
せ
る
た

め
に
、
御
勅
使
川
の
流
れ
を
変
え
て
、

竜
王
に
つ
く
っ
た
堤
防
に
直
接
当
た
ら

な
い
よ
う
に
し
た
。
ま
あ
、
こ
れ
は
有

名
な
話
で
す
。

﹃
百
姓
伝
記
﹄
が
収
め
ら
れ
て
い
る

﹃
近
世
科
学
思
想

上
（
日
本
思
想
体
系
62
）
﹄﹄

（
岩
波
書
店
１
９
７
３
）
で
、
古
島
敏
雄
先

生
が
河
川
工
学
者
の
安
芸
皎
一
さ
ん
と

解
説
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
同
じ

そ
れ
で
治
水
の
対
象
に

な
る
の
は
、
低
湿
地
の
標

高
３
０
０
c
以
下
の
土
地

に
な
り
、
信
玄
堤
な
ど
の

シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
こ

の
辺
り
が
安
定
し
た
耕
地

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

１
８
８
８
年
（
明
治
21
）

測
量
の
地
図
を
見
る
と
、

本
の
解
説
で
あ
り
な
が
ら
信
玄
堤
に
対

す
る
解
釈
が
違
っ
て
い
る
の
で
す
。

安
芸
さ
ん
は
あ
の
大
き
な
堤
防
が
信

玄
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
信
じ
て
い

た
よ
う
で
す
が
、
古
島
先
生
は
治
水
に

は
技
術
的
な
発
展
段
階
と
い
う
の
が
あ

っ
て
、
あ
ん
な
に
大
き
な
も
の
を
い
き

な
り
は
つ
く
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
そ

の
時
代
ご
と
の
治
水
へ
の
対
応
が
あ
っ

た
だ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

﹃
甲
斐
国
志
﹄
に
は
信
玄
堤
に
つ
い
て

の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
村
の
石
高
か

ら
見
て
い
く
と
、
安
定
し
て
い
る
村
と

石
高
が
急
激
に
増
え
て
き
た
村
と
が
あ

っ
て
、
石
高
が
増
え
て
き
た
と
い
う
の

は
治
水
が
安
定
し
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
、

と
推
測
さ
れ
る
の
で
す
。
旧
河
川
敷
の

中
が
耕
地
化
し
て
、
石
高
増
と
結
び
つ

い
た
の
だ
ろ
う
、
と
読
ん
だ
わ
け
で
す
。

﹃
甲
斐
国
志
﹄
で
は
東
の
ほ
う
に
流
れ

て
い
た
の
を
信
玄
堤
で
止
め
て
、
南
の

ほ
う
に
流
す
よ
う
に
し
た
、
と
書
い
て

い
る
ん
で
す
が
、
僕
は
釜
無
川
は
東
に

流
れ
て
い
た
の
を
順
に
振
っ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
と
思
う
。

釜
無
川
は
か
な
り
自
由
に
流
れ
を
変

え
て
い
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
地
域
の
人

た
ち
が
、
小
さ
な
治
水
で
対
応
し
て
い

た
は
ず
だ
、
と
思
う
ん
で
す
。

常
識
を
疑
っ
て
み
る

明
治
の
水
害
と
い
う
の
は
も
の
す
ご

い
規
模
だ
っ
た
。

徳
島
堰

塩
川

御勅使川

釜
無
川

芦
川

富
士
川

信玄堤

万
力
林

高岩

笛吹川

平等川

日川

金川　　　　　　　　　　　　　　

重川

荒
川

信濃

武蔵

相模

駿河

河
内
領

郡
内
領

栗
原
筋

万
力
筋北

山
筋

逸
見
筋

武
川
筋

西
郡
筋

中
郡
筋

小
石
和
筋

大
石
和
筋

現
在
の
甲
府
盆
地
。
深
い
緑
が
標
高
６
０
０
m
以
上
、
薄
い
緑
が
３

０
０
m
以
上
、
白
字
は
３
０
０
m
未
満
。
赤
色
は
人
家
な
ど
の
建
物
。

１
８
８
８
年
（
明
治
21
）
の
甲
府
市
の
人
口
は
約
３
万
人
、
２
０
０

９
年
（
平
成
21
）
は
約
20
万
人
で
６
倍
以
上
。

国
土
地
理
院
基
盤
地
図
情
報
（
縮
尺
レ
ベ
ル25000

）「
山
梨
」
を
元
に
作
図

そ
れ
以
前
の
河
道
が
わ
か
り
ま
す
。（
３

ペ
ー
ジ
参
照
）
扇
状
地
と
い
う
の
は
、
山

地
か
ら
開
け
た
所
に
パ
ッ
と
出
て
き
て
、

運
搬
し
た
砂
石
を
放
出
す
る
。
あ
る
一

定
期
間
流
れ
て
い
る
と
そ
こ
の
河
道
が

高
く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
違

う
筋
に
流
れ
を
変
え
る
ん
で
す
ね
。
何

度
も
流
れ
を
振
る
。

集
落
が
ど
う
い
う
所
に
で
き
る
か
と

い
う
と
、
洪
水
が
起
こ
る
こ
と
で
土
砂

が
堆
積
し
て
、
自
然
堤
防
の
よ
う
に
少

し
高
い
土
地
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、
ま

ず
住
み
着
く
ん
で
す
ね
。
古
島
先
生
は

本
当
に
た
い
し
た
も
の
で
、
地
図
を
広

げ
て
み
た
だ
け
で
﹁
あ
っ
、
こ
こ
は
治

水
の
研
究
を
す
る
場
と
し
て
は
と
て
も

い
い
場
所
だ
﹂
と
見
立
て
を
す
る
。
そ

し
て
、
地
図
の
畑
の
所
を
ま
ず
塗
っ
て

み
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
畑
を
塗
っ
て
み

る
と
、
自
然
堤
防
、
つ
ま
り
高
い
所
が

わ
か
る
。

笛
吹
川
は
、
１
９
０
７
年
（
明
治
40
）

の
大
水
害
の
と
き
に
河
道
を
変
え
た
。

今
よ
り
、
も
っ
と
北
側
を
流
れ
て
い
ま

し
た
。
御
勅
使
川
と
い
う
の
も
、
４
、
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そ
の
こ
と
を
、
近
代
史
を
や
る
人
た

ち
は
、
山
が
荒
れ
て
保
水
力
が
な
く
な

っ
た
結
果
、
１
９
０
７
年
（
明
治
40
）
の

大
水
害
に
結
び
つ
い
た
と
言
う
ん
で
す
。

山
梨
県
の
山
は
、
明
治
に
な
っ
て
国

の
所
有
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
ん
で
す
よ
。

地
租
改
正
で
、
税
金
を
年
貢
で
は
な

く
、
地
価
評
価
額
で
課
税
す
る
よ
う
に

な
る
。
そ
れ
が
山
に
も
適
用
さ
れ
る
か

ら
県
令
で
あ
っ
た
藤
村
紫
朗

し
ろ
う

は
国
有
地

に
し
て
使
わ
せ
て
も
ら
え
ば
い
い
、
と

考
え
た
。
と
こ
ろ
が
国
有
地
に
な
っ
た

ら
、
住
人
が
山
に
入
れ
な
く
な
っ
て
、

盗
伐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
入
会
地
の

と
き
は
手
入
れ
し
な
が
ら
利
用
し
て
い

た
の
に
、
荒
ら
し
っ
放
し
に
な
る
。
こ

の
こ
と
を
、
藤
村
県
令
最
大
の
失
策
と

し
て
批
判
す
る
人
も
い
ま
す
。

藤
村
紫
朗
（
１
８
４
５
〜
１
９
０
６
年
）
１
８
７
３

年
（
明
治
６
）
山
梨
県
権
令
と
し
て
着
任
。
任
期
中

に
産
業
・
土
木
・
教
育
政
策
を
押
し
進
め
、
山
梨
の

近
代
化
に
貢
献
し
た
。
県
営
の
官
業
製
糸
場
や
官
業

試
験
場
を
建
設
し
、
当
時
輸
出
産
業
の
中
心
で
あ
っ

た
蚕
糸
業
を
全
国
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
に
押
し
上
げ
た
。

こ
れ
は
ね
、
こ
れ
で
間
違
い
で
は
な

い
が
、
深
読
み
し
す
ぎ
だ
と
思
い
ま
す
。

薪
炭
林
は
広
葉
樹
だ
か
ら
、
切
る
と

す
ぐ
に
芽
が
出
る
ん
で
す
。
３
年
も
経

て
ば
、
そ
れ
な
り
の
木
に
な
る
ん
で
す

よ
。
山
全
体
が
禿
げ
山
に
な
る
こ
と
な

ん
て
な
い
。
だ
か
ら
、
切
り
す
ぎ
た
か

ら
水
害
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
ち
ょ

っ
と
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
の
、
と
僕
は
思

っ
て
い
る
。

﹁
県
民
が
盗
伐
を
し
て
、
山
が
荒
れ
て

し
ま
っ
た
。
何
と
か
し
て
、
下
賜
し
て

く
れ
﹂
と
い
う
方
便
で
は
な
い
か
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
村

の
資
料
な
ん
か
に
、
い
っ
ぱ
い
出
て
く

る
ん
で
す
。
﹁
小
前
百
姓
が
、
愚
昧

ぐ
ま
い

の

者
で
、
物
の
道
理
が
わ
か
ら
な
い
か
ら

説
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら

代
官
さ
ま
、
ど
う
か
○
○
の
願
い
を
お

聞
き
届
け
く
だ
さ
い
﹂
こ
れ
は
、
日
本

人
の
知
恵
な
ん
で
す
よ
。

な
ぜ
そ
う
思
っ
た
か
と
い
う
と
、
明

治
時
代
は
大
き
な
台
風
が
こ
な
か
っ
た

年
は
、
２
、
３
年
し
か
な
か
っ
た
か
ら

で
す
。

そ
し
て
、
当
時
の
台
風
の
雨
の
降
り

方
を
﹁
雨
が
縄
の
よ
う
だ
﹂
と
表
現
し

て
い
る
。
そ
ん
な
雨
が
２
日
も
３
日
も

降
り
続
く
ん
で
す
か
ら
、
堤
防
で
ど
う

の
こ
う
の
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
は
な
い
。

だ
か
ら
気
象
の
こ
と
も
よ
く
調
べ
て

い
か
な
い
と
、
本
当
に
山
が
荒
れ
た
か

ら
水
害
が
起
き
た
の
か
ど
う
か
、
確
か

に
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

山
梨
県
の
山
の
多
く
は
、
隆
起
し
て

で
き
た
山
だ
か
ら
岩
盤
が
固
い
。
だ
か

ら
表
土
が
浅
く
、
大
雨
が
降
る
と
一
気

に
大
水
に
な
る
ん
で
す
。

甲
府
盆
地
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
所

な
の
か
、
住
む
人
が
そ
う
い
う
こ
と
を

知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
堤

防
が
崩
れ
て
も
﹁
国
交
省
は
何
し
て
ん

だ
﹂
と
い
う
反
応
し
か
起
き
な
い
の
は

問
題
で
す
。

用
水
路

低
湿
地
は
黙
っ
て
い
て
も
水
が
く
る

わ
け
で
す
。
標
高
３
０
０
ｍ
よ
り
上
の

水
が
な
い
所
に
水
を
配
る
た
め
に
、
用

水
路
の
開
鑿
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
新
田

開
発
が
進
ん
で
く
る
ん
で
す
。

山
梨
県
の
三
大
堰

せ
ぎ

と
い
え
ば
、
徳
島

堰
、
朝
穂

あ

さ

ほ

堰
（
１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
以
降
、

浅
尾
堰
と
穂
坂
堰
を
合
わ
せ
る
）
、
そ
れ
と
楯た

て

無な
し

堰
の
３
つ
で
す
。
甲
州
で
は
通
常
の

堰
を
待
（
町
と
も
書
く
）
と
い
い
、
井
路

を
堰

せ
ぎ

と
呼
び
ま
す
。

徳
島
堰
は
穴
山
橋
の
上
の
円
井

つ
ぶ
ら
い

と
い

う
所
か
ら
取
水
し
て
い
ま
す
。
曲
輪
田

新
田
と
い
う
所
の
開
発
の
た
め
に
、
水

を
引
い
て
き
た
そ
う
で
す
。
南
ア
ル
プ

ス
の
台
地
、
武
川

む
か
わ

筋
か
ら
西
郡
筋
を
潤

し
て
い
る
。

楯
無
堰
と
朝
穂
堰
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
茅
岳

か
や
が
た
け

の
台
地
へ
水
を
持
っ
て
い

っ
て
水
田
化
し
て
い
る
。
茅
岳
と
い
う

の
は
割
合
大
き
な
山
な
の
で
す
が
、
水

を
出
し
て
く
れ
な
い
の
で
す
。

水
は
上
に
は
流
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
２

里
も
３
里
も
上
流
ま
で
行
っ
て
、
ず
ー

っ
と
水
を
引
い
て
く
る
わ
け
で
す
。

朝
穂
堰
は
山
梨
の
人
が
や
っ
た
ん
で

す
が
、
徳
島
堰
、
楯
無
堰
は
江
戸
の
商

人
が
来
て
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
江
戸
で

つ
く
っ
た
資
金
を
地
方
に
持
っ
て
き
て
、

開
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
を
得
よ
う

と
し
た
。

分
一

ぶ

い

ち

下
与

げ

よ

と
い
っ
て
、
開
発
に
成
功

す
る
と
当
該
新
田
の
物
成
︵
本
年
貢
︶

の
10
分
の
１
を
も
ら
え
る
と
い
う
制
度

が
あ
っ
た
ん
で
す
。

朝
穂
堰
を
つ
く
っ
た
代
官
で
、
富
竹

新
田
と
か
多
く
の
新
田
開
発
を
し
た
、

平
岡
治
郎
右
衛
門
と
い
う
人
が
い
ま
す
。

平
岡
が
代
官
頭
に
な
る
ほ
ど
の
力
を
持

っ
た
背
景
に
は
、
分
一
下
与
の
存
在
が

あ
る
。
は
じ
め
の
こ
ろ
は
、
代
官
が
請

け
負
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
江
戸
の
商

人
も
や
っ
て
き
た
ん
で
す
。

僕
は
県
史
の
中
で
、
江
戸
の
人
が
資

金
を
出
し
た
山
間
の
堰
と
い
う
こ
と
で

紹
介
を
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
須
玉
町

の
比ひ

志し

と
い
う
所
に
、
江
戸
の
人
が
来

て
用
水
路
の
開
鑿
を
す
る
ん
で
す
よ
。

そ
れ
で
﹁
分
一
金

ぶ
い
ち
き
ん

は
代
官
の
ほ
う
へ

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
﹂
と
書
い
た
も

の
が
残
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
お
そ

ら
く
そ
う
い
う
も
の
が
も
ら
え
た
ん
で

す
。
け
っ
し
て
、
高
邁
な
志
だ
け
で
や

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
効
率
の
い

い
投
資
で
も
あ
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
人
は
資
金
が
尽
き
て

し
ま
っ
た
の
か
、
途
中
で
こ
な
く
な
っ

ち
ゃ
う
。
﹁
来
年
も
来
る
か
ら
な
﹂
と

言
っ
て
帰
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
来
な
く

な
っ
て
、
村
の
人
が
困
る
ん
で
す
。
最

後
に
は
、
代
官
に
泣
き
つ
い
て
公
費
助

成
の
御
普
請
場
に
さ
せ
る
ん
で
す
け
ど

ね
。
寛
文
の
こ
ろ
の
話
で
す
。

楯
無
堰
は
野
村
久
左
衛
門
宗
貞
と
い

う
人
が
開
鑿
し
ま
し
た
。
一
緒
に
県
史

金川の河川敷につくられた
山梨県森林公園「金川の森」
に置かれている水制工。

水害防備林の案内板は、以前はなかったが2005
年に立てられた。住民の水防意識を高めようと
する機運が表れたということだろうか。
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治
水
は
川
除
が
基
本

大
変
な
暴
れ
川
だ
っ
た
釜
無
川
も
、

河
道
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
、
そ
ん
な
所
に
も
人
が
住

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
科
学

と
い
う
か
技
術
と
い
う
か
、
進
歩
で
は

あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
不
断
の
努
力
を
し

な
い
と
、
維
持
で
き
な
い
こ
と
。
怠
れ

ば
、
自
然
は
怖
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
き
な
堤
防
で
閉
め
切
っ
て
、
後
背

地
の
耕
地
を
守
る
と
い
う
治
水
の
技
術

が
、
こ
の
辺
り
で
展
開
し
て
い
く
の
は

享
保
の
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
を
や
っ
た
の

が
井
沢
弥
惣
兵
衛
為
永
で
す
。

１
７
１
６
年
（
享
保
元
）
八
代
将
軍
に

な
っ
た
吉
宗
が
井
沢
を
紀
州
か
ら
幕
府

の
治
水
担
当
に
呼
ん
だ
。
１
７
２
８
年

（
享
保
13
）
、
１
７
３
１
年
（
享
保
16
）
、
釜
無

川
に
大
水
害
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
契
機

に
し
て
大
堤
防
が
つ
く
ら
れ
た
ん
で
す
。

そ
れ
を
指
導
し
た
の
が
、
御
普
請
方
の

井
沢
。

で
も
ね
、
最
初
の
う
ち
は
水
が
出
れ

ば
崩
れ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
。
今
の
よ

う
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
て
つ
く
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
石
積
み
で
す

か
ら
、
直
接
大
水
が
当
た
れ
ば
壊
れ
ち

ゃ
う
ん
で
す
よ
。

竜
王
か
ら
下
流
は
、
釜
無
川
の
流
れ

が
少
し
緩
や
か
に
な
っ
て
大
き
な
石
が

採
れ
な
く
な
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
砂

利
堤
に
な
る
。
お
そ
ら
く
信
玄
堤
を
最

初
に
つ
く
っ
た
と
き
に
は
、
赤
坂
と
い

う
台
地
の
土
を
持
っ
て
き
た
ん
で
し
ょ

う
。
で
も
、
な
ん
ぼ
そ
ん
な
こ
と
を
や

っ
た
っ
て
、
大
水
が
１
回
き
て
、
ど
ー

ん
と
く
れ
ば
終
わ
り
で
す
よ
。

だ
か
ら
、
水
防
は
古
く
か
ら
川
除
と

い
っ
て
川
を
よ
け
る
。
本
流
を
よ
け
て

や
る
と
い
う
の
が
、
治
水
の
本
道
で
し

た
。
堤
防
で
川
を
受
け
止
め
る
な
ん
て

い
う
こ
と
は
し
な
い
ん
で
す
よ
。

前
に
木
を
植
え
て
林
を
つ
く
り
、
竹

を
植
え
た
。
そ
れ
が
初
期
の
信
玄
堤
の

形
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
前
に
さ
ら
に
聖

牛
な
ど
の
枠
類
を
置
い
て
、
御
林
が
壊

れ
な
い
よ
う
に
し
た
。
堤
防
は
背
後
の

砦
み
た
い
な
も
ん
だ
っ
た
。

そ
れ
が
享
保
の
時
代
の
治
水
に
な
っ

て
く
る
と
、
堤
防
が
洪
水
を
直
接
受
け

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
享
保
以
降
の

治
水
土
木
は
紀
州
流
と
い
わ
れ
、
一
般

に
は
河
道
を
直
線
的
に
改
修
し
固
定
化

し
て
、
沿
岸
の
流
作
場

な
が
れ
さ
く
ば

や
遊
水
地
の
開

発
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
年
貢
増
徴

政
策
と
一
環
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

井
沢
が
行
な
っ
た
治
水
工
事
は
、
堤

防
と
川
水
と
を
直
接
対
峙
さ
せ
る
も
の

で
、
甲
州
の
暴
れ
川
に
は
な
か
な
か
通

用
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
ま
あ
、
や
が
て
は
水
に
勝
っ

て
い
く
ん
で
す
け
ど
ね
。

度
重
な
る
水
害
に
、
井
沢
は
﹁
柳
沢

統
治
時
代
、
ま
た
そ
れ
以
前
は
、
水
害

に
対
し
て
ど
う
し
て
い
た
ん
だ
﹂
と
甲

を
担
当
し
た
人
の
話
で
は
、
は
じ
め
は

釜
無
川
の
下
流
の
ほ
う
で
新
田
開
発
を

村
の
人
た
ち
に
呼
び
か
け
た
ん
だ
け
れ

ど
も
、
乗
っ
て
こ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
れ
で
、
楯
無
堰
の
ほ
う
を
や
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
ち
こ
ち
動
い
て
、
い

わ
ば
営
業
活
動
を
し
て
い
た
。
そ
う
い

う
人
は
、
地
形
や
川
筋
を
見
て
、
こ
こ

は
う
ま
く
田
ん
ぼ
に
な
る
な
、
と
い
う

所
に
声
を
掛
け
て
い
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

米
は
ね
、
江
戸
時
代
は
金
と
同
じ
価

値
で
す
か
ら
。
結
構
、
旨
味
の
あ
る
商

売
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
米
は
再
生
産

力
が
、
非
常
に
高
い
ん
で
す
よ
。
私
が

一
反
に
４
o
ぐ
ら
い
の
籾
を
下
ろ
せ
ば
、

６
０
０
o
ぐ
ら
い
採
れ
る
ん
で
す
か
ら

ね
。
こ
れ
だ
け
の
生
産
が
で
き
る
作
物

は
、
ほ
か
に
は
な
い
で
す
わ
。

で
は
湧
水
に
恵
ま
れ
た
八
ヶ
岳
に
は

堰
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
の
で
す
。
中
世
か
ら
開
発

が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
近
世
に

な
っ
て
、
そ
れ
を
大
き
な
規
模
に
し
て

い
っ
そ
う
新
田
開
発
が
進
み
ま
し
た
。

﹃
水
の
文
化
﹄
の
30
号
に
も
写
真
が
載

っ
て
い
た
三
分
一

さ
ん
ぶ
い
ち

湧
水
は
、
小
荒
間

こ
あ
ら
ま

と

い
う
場
所
に
あ
る
。
川
下
の
村
が
用
水

権
を
み
ん
な
取
っ
て
し
ま
っ
て
水
が
引

け
な
か
っ
た
か
ら
、
あ
そ
こ
は
江
戸
時

代
の
は
じ
め
の
検
地
帳
に
は
田
が
１
枚

も
な
い
の
で
す
。
自
分
の
所
か
ら
こ
ん

こ
ん
と
湧
い
て
い
る
水
を
、
自
分
の
土

地
に
掛
け
ら
れ
な
い
。
い
ろ
ん
な
言
い

訳
を
し
な
が
ら
、
な
ん
と
か
水
を
確
保

し
て
い
き
ま
す
。

寒
い
所
で
、
冬
場
は
地
下
水
の
ほ
う

が
温
か
い
か
ら
、
草
を
刈
る
の
に
水
掛

け
畑
と
い
う
の
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
れ

で
湧
水
で
水
掛
け
畑
を
つ
く
ら
せ
て
く

れ
、
と
言
う
ん
で
す
ね
。
夏
に
な
っ
た

ら
、
下
の
ほ
う
で
水
田
に
使
っ
て
も
ら

っ
て
い
い
よ
、
と
。

そ
れ
で
、
ち
ょ
っ
と
ず
つ
水
を
取
っ

て
い
く
。
村
の
人
た
ち
は
ね
、
わ
ざ
わ

ざ
上
ま
で
見
に
来
る
こ
と
が
な
い
ん
で

す
よ
、
そ
ん
な
度
々
は
ね
。
だ
か
ら
、

知
ら
ぬ
間
に
田
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
。

そ
う
や
っ
て
、
既
得
権
を
取
っ
て
順
に

田
ん
ぼ
に
し
て
い
っ
た
。
自
分
の
所
で

出
た
水
で
も
、
水
利
権
と
い
う
の
は
そ

う
い
う
も
の
な
ん
で
す
よ
ね
。

三
分
一
の
隣
に
女
取

め

と

り

と
い
う
湧
水
が

あ
り
ま
す
が
、
長
坂
町
が
簡
易
水
道
に

女
取
湧
水
を
使
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し

た
ら
小
荒
間
が
自
分
た
ち
の
権
利
を
主

張
し
て
裁
判
に
な
っ
た
。
結
局
、
こ
れ

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

自
分
た
ち
が
使
う
場
合
は
、
下
の
人

に
も
余
水
の
権
利
が
あ
っ
て
、
流
れ
て

き
た
水
を
使
え
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
を
上

の
人
た
ち
が
、
余
っ
て
い
る
か
ら
他
所

に
全
部
売
っ
ち
ゃ
っ
て
、
川
に
流
さ
な

い
と
い
う
の
は
認
め
ら
れ
る
の
か
。
だ

っ
た
ら
、
洪
水
が
出
た
と
き
も
流
さ
な

い
で
く
れ
よ
っ
て
話
に
な
り
ま
す
よ
。

八
ヶ
岳
山
麓
に
は
八
ヶ
岳
山
麓
の
、

開
発
に
ま
つ
わ
る
水
の
歴
史
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。



州
の
民
に
聞
い
て
い
ま
す
。

桜
田
領
時
代
は
給
人
知
行
地
が
入
り

交
じ
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
大
規
模
な

土
木
工
事
は
到
底
で
き
な
か
っ
た
は
ず

で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ん
で
水
害
が

防
げ
た
の
か
。
治
水
家
た
る
井
沢
が
疑

問
に
思
っ
て
調
べ
た
の
も
、
う
な
づ
け

る
話
で
す
。

そ
れ
ら
は
13
項
目
か
ら
な
る
﹃
川
除

口
伝
書
﹄（
元
文
六
辛
酉
年
正
月
の
日
付
）
に

ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

﹃
川
除
口
伝
書
﹄
に
は
﹁
堤
防
は
川
面

か
ら
後
退
さ
せ
て
、
敷
幅
を
広
く
、
高

さ
を
低
く
つ
く
っ
て
、
そ
の
前
に
竹
木

を
植
え
、
さ
ら
に
川
表
の
荒
水
を
切
る

た
め
に
棚
牛
な
ど
の
水
制
工
を
入
れ

る
﹂
と
あ
り
ま
す
。

と
も
か
く
、
中
世
の
技
術
と
い
う
の
は
、

意
外
と
す
ご
か
っ
た
ん
で
は
な
い
か
。

近
世
に
な
っ
て
か
ら
急
に
発
達
す
る
と

い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
記
録
に
は
出
て

こ
な
い
け
れ
ど
、
中
世
か
ら
積
み
重
ね

て
き
た
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
じ

ゃ
な
い
か
、
と
。

中
世
と
近
世
の
連
続
性
を
重
視
し
な

が
ら
、
近
世
社
会
を
見
直
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
治
水
の
こ
と
だ
け
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。

開
発
の
担
い
手
で
あ
る
農
民
は
生
産

物
を
搾
り
取
ら
れ
て
い
た
、
と
今
ま
で

考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
本
当
に
そ

う
だ
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
。
マ
ル
ク

ス
主
義
の
歴
史
観
の
人
た
ち
が
つ
く
り

出
し
て
き
た
、
江
戸
時
代
の
歪
ん
だ
見

方
な
の
で
は
な
い
か
。

僕
は
、
年
貢
な
ん
て
そ
ん
な
に
ぎ
り

ぎ
り
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
ん
じ
ゃ

な
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

年
貢
割
付
状
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し

て
ね
、
年
を
追
っ
て
み
て
い
く
と
、
案

外
増
え
て
い
か
な
い
ん
で
す
よ
。
と
い

う
こ
と
は
、
頑
張
っ
て
収
穫
が
増
え
れ

ば
、
自
分
の
取
り
分
に
で
き
る
。
そ
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、﹁
坪
刈
帳
﹂

の
デ
ー
タ
か
ら
で
す
。

坪
刈
帳
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
は
、
毎
年
１
坪
の
田
ん
ぼ
の
稲
を
刈

っ
て
、
収
量
を
調
べ
、
そ
の
基
に
な
る

デ
ー
タ
が
書
い
て
あ
る
帳
面
で
す
。
検け

見み

と
い
っ
て
役
人
が
来
て
年
貢
を
決
め

る
と
き
に
も
、
そ
の
坪
刈
に
よ
っ
て
決

ま
っ
て
く
る
。
地
主
小
作
制
度
に
な
っ

た
と
き
も
、
年
貢
を
決
め
る
基
準
に
な

っ
た
の
は
坪
刈
帳
で
す
。
地
主
小
作
制

度
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
、
坪
刈
は
村
の

行
事
と
し
て
残
っ
て
い
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
吉
宗
が
﹁
定
免
制

じ
ょ
う
め
ん
せ
い

﹂

と
い
う
制
度
を
採
っ
た
こ
と
で
す
。
年

貢
を
あ
る
一
定
量
確
保
す
る
た
め
に
、

請
負
制
に
す
る
こ
と
で
す
。
過
去
10
年

間
ぐ
ら
い
の
年
貢
を
査
定
し
て
、
適
正

と
思
わ
れ
る
年
貢
で
村
と
契
約
し
ま
す
。

し
か
も
、
凶
作
で
３
割
以
上
に
被
害

が
出
た
と
き
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
現
地
を

見
て
︵
検
見
取

け

み

ど

り
︶
そ
の
年
の
出
来
高

で
年
貢
を
納
め
る
よ
う
に
再
調
整
す
る

ん
で
す
。

こ
れ
は
領
主
が
安
定
し
て
年
貢
を
取

る
と
い
う
こ
と
が
目
的
で
す
け
れ
ど
、

村
人
も
毎
年
代
官
が
来
て
、
接
待
を
し

て
、
窮
屈
な
思
い
を
す
る
よ
り
も
、
自

分
た
ち
の
自
主
性
で
や
っ
て
い
け
る
と

い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

村
っ
て
い
う
の
は
ね
、
い
さ
さ
か
、

し
た
た
か
な
ん
で
す
よ
。

接
待
し
て
良
い
気
持
ち
に
な
っ
て
も

ら
っ
て
、
あ
ん
ま
り
現
場
を
見
せ
な
い

で
﹁
今
年
も
よ
ろ
し
く
﹂
と
な
る
べ
く

良
い
条
件
で
契
約
す
る
。

そ
の
資
料
が
、
﹃
塩
山
市
史
﹄
を
や

っ
た
と
き
に
﹁
首
尾
よ
く
い
っ
た
。
然

る
に
そ
の
経
費
は
村
ご
と
に
折
半
し
よ

う
よ
﹂
と
お
触
れ
を
回
し
た
、
と
い
う

の
が
出
て
き
た
。
も
う
、
こ
れ
だ
こ
れ

だ
、
と
思
っ
て
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。

20

雁
行
堤

霞
堤
の
こ
と
を
雁
行
堤
と
い
い
ま
す
。

浮
世
絵
な
ど
に
、
霞
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し

て
描
い
た
形
に
似
て
い
る
、
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
雁
行
型
に
堤
防
を
つ
く

っ
た
こ
と
に
は
、
２
つ
の
理
由
が
あ
り

ま
す
。

ま
ず
、
御
勅
使
川
の
雁
行
堤
と
い
う

の
は
短
い
の
が
幾
つ
も
連
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
急
流
の
水
を
河
道
の
中
心
に

持
っ
て
い
く
た
め
の
仕
組
み
で
す
。

だ
け
ど
平
地
の
雁
行
堤
は
、
﹃
甲
斐

国
志
﹄
な
ん
か
で
は
、
﹁
あ
ふ
れ
た
水

を
差
し
継
い
だ
所
か
ら
逃
が
す
働
き
が

あ
る
﹂
と
書
い
て
い
ま
す
。
激
流
を
流

す
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
差
し
継
い
だ
所
か

ら
上
流
に
回
っ
て
、
逆
流
す
る
よ
う
に

水
を
あ
ふ
れ
さ
せ
る
。
水
勢
を
殺
し
て

あ
ふ
れ
さ
せ
る
の
で
、
水
が
引
い
た
後

に
、
そ
れ
ほ
ど
被
害
が
残
ら
な
い
。

近
世
前
期
の
治
水
の
工
法
と
し
て

﹃
百
姓
伝
記
﹄
と
い
う
農
書
が
あ
る
ん

だ
け
れ
ど
、
﹁
二
重
堤
と
い
う
形
態
を

と
る
。
川
幅
を
大
き
く
取
っ
て
、
後
ろ

に
大
き
い
堤
防
を
つ
く
る
。
川
面
に
小

さ
い
堤
防
を
つ
く
る
。
小
さ
い
堤
防
で

水
を
除
け
て
い
ら
れ
る
う
ち
は
、
そ
の

間
に
農
作
物
を
つ
く
る
。
小
さ
い
堤
防

で
防
げ
な
い
と
き
は
仕
方
が
な
い
。
広

い
所
に
水
を
流
し
て
い
く
。
作
物
は
諦

め
る
﹂

こ
う
し
た
耕
地
を
﹁
流
作
場
﹂
と
い

い
ま
し
た
。

別
の
理
由
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
風

に
つ
く
ら
な
い
と
、
耕
地
に
あ
ふ
れ
た

悪
水
が
河
川
敷
に
捌は

け
な
い
ん
で
す
よ
。

そ
れ
と
取
水
す
る
の
に
、
差
し
接
い

だ
所
か
ら
取
る
に
も
都
合
が
い
い
。
河

川
か
ら
水
を
取
る
と
き
に
は
﹁
入
樋

い

り

ひ

﹂

と
い
っ
て
、
箱
樋
を
通
す
ん
で
す
よ
。

信
玄
堤
に
も
下
流
の
所
に
も
あ
る
ん
で

す
が
、
こ
う
い
う
や
り
方
は
か
な
り
古

く
か
ら
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
に
本
流
が
寄
っ
て
こ
な
い

よ
う
に
立
て
た
の
が
﹁
尺
木
牛
﹂
﹁
棚

牛
﹂
と
い
っ
た
、
牛
類
の
水
制
工
で
す
。

水
が
欲
し
い
ん
だ
け
れ
ど
、
本
流
は
近

づ
け
た
く
な
い
。
そ
う
し
た
知
恵
で
す
。

水
制
工
の
前
に
す
だ
れ
状
の
も
の
を
立

て
た
り
し
ま
し
た
。

近
世
と
い
う
時
代
の
見
直
し

あ
る
時
期
に
は
﹁
信
玄
堤
は
信
玄
が

つ
く
っ
た
の
で
は
な
い
﹂
と
言
わ
れ
た

と
き
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
武
田
信
玄

の
功
績
だ
、
と
い
う
考
え
方
は
山
梨
県

史
の
中
に
も
な
い
。

﹃
一
蓮
寺
過
去
帳
﹄（
１
３
１
２
年
（
正
和
元
）、

室
町
時
代
初
期
の
創
建
の
こ
ろ
か
ら
、
江
戸
時
代
初

期
ま
で
、
約
３
０
０
年
間
の
記
録
）
と
い
う
信

玄
よ
り
古
い
時
代
の
記
録
に
﹁
川
除
﹂

と
出
て
く
る
か
ら
、
あ
る
程
度
の
専
門

集
団
が
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
。

ま
た
、
信
玄
が
や
っ
た
か
ど
う
か
は

笛吹川沿いにつくられた万力林の中にも、雁行堤が残っ
ている。大きな堤防一つで守るのではなく、水害防備林
や雁行堤を組み合わて複合的に守っていたことがわかる。



そ
れ
と
、
こ
れ
も
塩
山
で
見
つ
け
た

資
料
で
す
が
、
１
８
５
５
年
（
安
政
２
）

に
東
海
沖
地
震
が
起
き
た
と
き
に
甲
府

盆
地
も
や
ら
れ
ま
す
。
下
が
砂
で
す
か

ら
、
も
の
す
ご
く
揺
れ
ま
し
た
。
そ
れ

で
救
済
の
た
め
の
寄
付
を
代
官
が
募
っ

た
と
こ
ろ
、
大
変
な
額
の
金
が
出
て
く

る
ん
で
す
よ
、
村
か
ら
。
こ
ん
な
に
金

が
あ
っ
た
の
か
な
あ
、
と
い
う
額
が
。

こ
の
よ
う
に
村
に
は
そ
れ
な
り
の
金

も
あ
る
ん
で
す
よ
。
確
か
に
耕
地
の
大

き
さ
に
よ
っ
て
貧
し
い
家
も
あ
る
し
、

凶
作
の
年
は
別
で
す
よ
。
で
も
、
村
全

体
で
見
た
と
き
に
、
そ
れ
な
り
に
豊
か

だ
っ
た
。

網
野
善
彦
さ
ん
も
百
姓
や
女
性
は
、

も
っ
と
し
た
た
か
で
豊
か
だ
っ
た
、
と

書
い
て
い
て
、
そ
の
歴
史
観
に
み
ん
な

ビ
ッ
ク
リ
し
ち
ゃ
っ
て
る
ん
で
す
が
、

当
た
り
前
の
こ
と
。
﹁
山
の
神
﹂
と
言

わ
れ
る
﹁
か
あ
ち
ゃ
ん
﹂
が
、
家
を
牛

耳
っ
て
い
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
。

た
だ
、
歴
史
に
出
て
こ
な
い
だ
け
な
ん

で
す
よ
、
そ
ん
な
こ
と
は
。

農
民
の
こ
と
も
女
性
の
こ
と
も
、
他

聞
に
つ
く
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
徳

川
を
倒
し
て
西
南
の
役
で
薩
長
が
権
力

を
握
っ
た
で
し
ょ
。
自
分
た
ち
の
や
っ

て
い
る
こ
と
は
こ
ん
な
に
い
い
ん
だ
、

と
い
う
た
め
に
、
徳
川
時
代
を
う
ん
と

悪
く
言
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
っ

た
と
思
う
。
僕
は
、
最
近
、
そ
れ
を
感

じ
て
ま
す
ね
。

坪
刈
の
研
究
を
し
た
佐
藤
常
雄
さ
ん

ま
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
﹃
竜
王

村
史
﹄
の
中
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

川
幅
を
広
く
取
っ
て
い
た
時
代
の
牛

枠
類
と
、
狭
く
し
て
、
ど
う
し
て
も
こ

の
堤
防
の
中
を
流
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と
な
っ
た
と
き
の
牛
枠
類
と
は
、

当
然
違
い
が
あ
る
。
徐
々
に
大
型
化
し

て
く
る
。
そ
れ
は
、
最
初
か
ら
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
ん
だ
ろ
う
、
と
古
島
先

生
も
言
っ
て
い
ま
す
。

各
々
の
地
域
で
治
水
は
行
な
わ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
急
流
河
川
と
の
闘
い
で
、

甲
州
の
治
水
術
が
抜
き
ん
出
て
発
達
し

ま
し
た
。

大
石
久
敬
が
書
い
た
と
い
わ
れ
て
い

る
﹃
地
方
凡
例
録
﹄（
１
７
９
１
年
〜
　
寛
政

３
〜
）
の
巻
ノ
九
が
治
水
に
関
す
る
巻

で
す
。
膨
大
な
領
域
に
関
す
る
記
述
で

す
か
ら
、
大
石
に
書
け
る
わ
け
が
な
い
。

実
際
は
在
方
御
普
請
役
の
人
が
書
い
た

も
の
を
引
用
し
て
き
た
だ
け
で
す
。
こ

の
中
に
も
﹁
甲
州
に
て
﹂
と
い
う
言
葉

が
し
き
り
と
出
て
き
ま
す
。
ち
な
み
に

﹁
甲
州
流
﹂
と
い
う
言
葉
は
な
い
ん
で

す
よ
。
甲
州
の
治
水
仕
法
は
あ
っ
た
が
、

そ
う
い
う
流
儀
は
な
い
。
明
治
に
な
っ

て
か
ら
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

井
沢
弥
惣
兵
衛
は
、
御
普
請
役
の
チ

ー
ム
を
つ
く
る
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で

治
水
の
体
系
を
築
い
て
い
き
ま
す
。

治
水
の
体
系
を
つ
く
る
の
は
、
幕
府

に
予
算
を
出
さ
せ
る
た
め
で
す
。
今
と

同
じ
で
、
企
画
が
通
ら
な
い
と
予
算
が

出
な
い
。
そ
れ
で
﹁
目
論
見
書

も

く

ろ

み

し

ょ

﹂
と
い

21 暮らす人の知恵と術

が
、
外
国
人
の
研
究
者
に
日
本
の
江
戸

時
代
の
話
を
し
た
ら
、
﹁
日
本
の
江
戸

時
代
は
封
建
主
義
じ
ゃ
な
い
﹂
と
言
わ

れ
た
そ
う
で
す
。

年
貢
の
割
付
状
が
村
に
回
っ
て
き
て
、

村
は
そ
の
通
り
に
年
貢
を
納
め
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
じ
ゃ
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ

り
得
な
い
、
と
。

年
貢
納
入
の
手
続
き
は
、
い
き
な
り

割
付
状
が
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
分
割

し
て
納
め
る
と
き
に
は
、
回
状
と
い
っ

て
回
覧
板
み
た
い
な
も
の
が
回
っ
て
く

る
。
割
付
状
は
遅
れ
て
発
行
さ
れ
る
ん

で
す
。
納
め
る
と
、
小
手
形
を
く
れ
る

ん
で
す
。
そ
れ
を
全
部
ま
と
め
て
、
村

で
勘
定
目
録
を
書
い
て
代
官
所
に
持
っ

て
い
く
と
、
﹁
相
違
な
い
﹂
と
い
っ
て

裏
に
サ
イ
ン
を
し
て
く
れ
る
。

こ
う
い
う
事
務
的
に
、
も
の
す
ご
い

能
力
と
仕
組
み
が
あ
っ
た
。
お
役
所
も

そ
う
。

こ
れ
は
須
玉
町
の
町
史
を
や
っ
た
と

き
に
出
て
き
た
資
料
だ
け
れ
ど
、
先
程

も
言
っ
た
定
免
制
度
の
よ
う
に
、
水
害

の
復
旧
工
事
に
も
規
定
が
あ
っ
て
３
割

以
上
の
被
害
が
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。

そ
の
願
い
書
に
対
し
て
、
﹁
規
定
で
３

分
の
１
以
上
流
さ
れ
な
い
と
対
応
で
き

な
い
。
こ
れ
だ
と
少
し
足
り
な
い
か
ら
、

書
き
直
し
て
こ
い
﹂
と
い
う
ん
で
す
ね
。

お
役
所
で
言
わ
れ
る
ん
で
す
よ
、
こ

ん
な
味
な
こ
と
を
。

江
戸
時
代
の
官
僚
体
制
と
い
う
の
は
、

本
当
に
す
ご
い
。

江
戸
時
代
の
社
会
の
高
度
さ
が
あ
っ

た
か
ら
、
明
治
維
新
に
な
っ
て
も
、
何

も
困
る
こ
と
は
な
い
。
近
代
国
家
に
な

っ
た
っ
て
、
何
に
も
支
障
が
な
か
っ
た

ん
で
す
。

治
水
に
限
っ
て
い
っ
て
も
、
ぎ
り
ぎ

り
の
状
態
で
生
き
て
い
た
農
民
が
、
あ

れ
ほ
ど
の
治
水
工
事
を
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

治
水
体
系
の
成
立

甲
州
で
水
制
工
が
発
達
し
た
の
は
、

急
流
か
ら
水
を
取
る
た
め
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
い
ま
す
。

水
を
制
御
す
る
に
し
て
も
、
ピ
タ
ッ

と
止
め
る
よ
う
な
施
設
で
は
流
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
、
三
本
足
の
牛
と
呼
ば
れ

る
も
の
に
蛇
籠
を
重
し
に
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
、
既
に
堤
防
な
ん
だ
ね
。
あ

れ
に
水
が
ぶ
つ
か
る
と
、
渦
を
巻
い
て

砂
が
落
ち
る
。
掘
れ
て
深
く
な
る
ん
じ

ゃ
な
く
て
、
だ
ん
だ
ん
浅
瀬
に
な
っ
て

い
く
。
だ
か
ら
、
堤
防
が
守
ら
れ
る
。

だ
け
ど
、
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
と
き
は

流
さ
れ
る
。
で
も
、
流
さ
れ
る
か
ら
い

い
ん
だ
そ
う
で
す
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
確
か
オ
ラ
ン

ダ
の
技
術
者
と
い
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
、

信
玄
堤
の
所
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
水
制

工
を
置
い
た
そ
う
で
す
。
木
だ
と
耐
え

き
れ
な
い
と
壊
れ
て
流
れ
る
ん
だ
け
ど
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
流
れ
な
い
で
か
え
っ

て
乱
流
を
起
こ
し
て
堤
防
を
壊
し
て
し

う
の
を
書
い
た
。
要
は
設
計
書
で
す
。

棚
牛
は
、
こ
う
い
う
風
に
つ
く
り
な

さ
い
と
か
、
堤
防
は
高
さ
が
こ
れ
こ
れ
、

幅
が
こ
れ
こ
れ
、
水
制
工
は
１
つ
幾
ら

で
全
部
で
幾
つ
い
る
か
ら
⋯
、
と
経
費

の
基
準
書
を
つ
く
る
ん
で
す
。
単
価
表
。

今
で
も
土
木
は
、
そ
れ
が
あ
る
ん
だ

そ
う
で
す
ね
。

だ
か
ら
井
沢
弥
惣
兵
衛
が
つ
く
っ
た

単
価
表
を
、
在
方
御
普
請
役
が
ず
っ
と

基
に
し
て
予
算
を
計
上
し
て
き
た
。
江

戸
時
代
に
は
、
す
ご
い
官
僚
体
制
が
出

来
上
が
っ
て
い
た
ん
で
す
。

武
田
信
玄
が
あ
あ
い
う
も
の
を
つ
く

れ
た
と
い
う
の
は
、
人
足
動
員
と
か
人

を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
力
と
資
金
力

を
持
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

戦
国
大
名
が
領
国
体
制
を
築
き
、
近

世
大
名
は
そ
れ
を
基
に
国
家
を
統
一
し

た
。
江
戸
の
町
は
、
世
界
的
に
も
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
発
展
都
市
だ
っ
た
と
い
い

ま
す
。
そ
れ
は
日
本
の
封
建
官
僚
体
制

の
優
秀
さ
、
そ
れ
を
支
え
た
国
民
の
勤

勉
意
欲
の
大
き
さ
が
基
本
に
あ
っ
た
か

ら
で
し
ょ
う
。
特
に
農
が
支
え
た
国
家

で
す
か
ら
、
耕
地
を
増
や
し
増
産
を
図

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
治

水
と
用
水
の
術
に
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す

人
の
知
恵
と
細
か
い
対
応
が
用
い
ら
れ

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。



水
都
大
阪
で
は
、
い
ま
だ
に
市
民
の
足
と
し
て
渡
船
が
健

在
で
す
。
８
カ
所
で
15
艘
の
船
が
活
躍
し
、
年
間
２
０
０
万

人
の
人
が
利
用
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

私
は
７
年
前
ま
で
、
現
役
で
操
船
し
て
い
ま
し
た
。

地
方
公
務
員
で
す
か
ら
世
襲
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で

す
が
、
父
も
渡
船
の
船
長
で
、
身
近
に
こ
の
仕
事
を
知
っ
て

い
た
こ
と
も
あ
っ
て
就
職
し
ま
し
た
。

安
全
確
保
の
理
由
も
あ
っ
て
渡
船
が
市
営
と
な
っ
た
の
は
、

１
９
０
７
年
（
明
治
40
）
の
こ
と
。
た
だ
し
船
、
船
具
、
人
員

の
備
え
が
な
く
、
財
政
の
目
処
が
立
た
な
い
こ
と
か
ら
、
市し

吏り

員い
ん

が
巡
回
し
て
請
負
制
度
で
営
業
す
る
状
態
が
１
９
３
２

年
（
昭
和
７
）
ま
で
続
き
ま
し
た
。

最
初
は
有
料
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
１
９
２
０
年
（
大
正
９
）

に
旧
・
道
路
法
が
改
正
さ
れ
て
、
渡
船
は
道
路
の
延
長
で
あ

り
、
橋
梁
の
変
形
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

翌
年
か
ら
無
料
に
な
り
ま
し
た
。
橋
を
渡
る
人
は
無
料
な
の

に
、
渡
船
で
運
賃
を
取
る
の
は
不
公
平
だ
、
と
い
う
理
由
で

す
。

シ
リ
ー
ズ
里
川

水
の
都
大
阪
の
渡
し

22
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23 水の都大阪の渡し

１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
に
は
31
カ
所
あ
っ
た
渡
船
場
も
、

今
で
は
８
カ
所
。
し
か
し
、
逆
に
８
カ
所
も
残
っ
て
い
る
こ

と
に
驚
か
れ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

橋
が
架
か
っ
た
場
所
で
も
渡
船
が
続
い
て
い
る
の
は
、
人

や
自
転
車
が
渡
る
の
に
、
難
儀
す
る
橋
だ
か
ら
で
す
。

大
き
な
船
が
航
行
で
き
る
よ
う
に
、
橋
桁
を
高
く
上
げ
て

い
る
の
で
、
橋
桁
の
端
が
遠
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
り
、
ル
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ー
プ
橋
で
何
回
も
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
た
り
す
る
の
で
す
。
自
動

車
だ
っ
た
ら
な
ん
て
こ
と
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
人
や
自
転

車
だ
っ
た
ら
大
変
で
す
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
渡
船
で
は
な
く
、
安
治
川
の
底
を

通
る
川
底
ト
ン
ネ
ル
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
自
動
車
用
に
は
別

に
橋
が
架
か
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
人
と
自
転
車
は
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
で
地
下
に
降
り
、
ト
ン
ネ
ル
を
通
っ
て
再
び
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
で
地
上
に
出
ま
す
。
治
安
上
、
警
備
員
さ
ん
が
お
ら

れ
ま
す
が
、
地
下
は
一
年
を
通
し
て
13
℃
程
で
す
か
ら
、
結

構
寒
い
ん
で
す
よ
。

渡
船
で
は
自
転
車
ご
と
乗
り
込
ん
で
、
あ
っ
と
い
う
間
に

対
岸
に
到
着
。
み
な
さ
ん
、
ご
く
自
然
に
桟
橋
を
上
が
っ
て

い
か
れ
ま
す
。
市
民
の
足
だ
っ
た
渡
船
で
す
が
、
観
光
と
し

て
も
注
目
さ
れ
始
め
て
い
ま
す
。
天
保
山
渡
船
場
で
は
、
近

く
に
あ
る
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
外
国
人
従
業
員
さ
ん
も
よ
く
利

用
さ
れ
る
の
で
、
国
際
色
豊
か
で
す
。

最
初
の
赴
任
地
は
、
１
９
８
０
年
（
昭
和
55
）
、
甚
兵
衛
渡

船
場
で
す
。
ち
ょ
う
ど
渡
船
が
下
火
に
な
る
こ
ろ
で
、
私
が

入
っ
て
８
年
ぐ
ら
い
は
採
用
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
同
僚

と
い
っ
て
も
年
上
の
人
ば
か
り
で
し
た
。
鰹
の
一
本
釣
り
漁

師
や
大
型
船
に
乗
っ
て
い
た
人
も
い
て
、
船
の
こ
と
や
操
船

技
術
に
長
け
た
先
輩
か
ら
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま

し
た
。
な
ぜ
か
昔
は
広
島
出
身
の
人
が
多
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

A 天保山渡船場A 天保山渡船場

B 甚兵衛渡船場B 甚兵衛渡船場

C 千歳渡船場C 千歳渡船場

D 船町渡船場D 船町渡船場

E 木津川渡船場E 木津川渡船場

F 千本松渡船場F 千本松渡船場

G 落合下渡船場G 落合下渡船場

H 落合上渡船場H 落合上渡船場

 I 難波島渡し跡I 難波島渡し跡

 J 富島渡し跡J 富島渡し跡

K 安治川隧道K 安治川隧道

A 天保山渡船場

B 甚兵衛渡船場

C 千歳渡船場

D 船町渡船場

E 木津川渡船場

F 千本松渡船場

G 落合下渡船場

H 落合上渡船場

 I 難波島渡し跡

 J 富島渡し跡

K 安治川隧道

H
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J

I

梅田

大阪城

道頓堀川

淀川

安治川

尻
無
川

木津川

今
は
、
だ
い
ぶ
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
け
ど
、
当
時
は
川

も
す
ご
く
汚
れ
て
い
ま
し
た
。

若
い
こ
ろ
は
早
く
着
く
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
が
、
い
つ

し
か
人
に
優
し
い
操
船
を
心
掛
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

い
つ
桟
橋
に
着
い
た
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
す
っ
と
到
着

す
る
よ
う
な
操
船
が
一
番
。

利
用
者
か
ら
は
、
税
金
と
い
う
形
で
お
金
を
い
た
だ
い
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
お
金
を
も
ら
う
側
の
私
た
ち
が
﹁
ア

リ
ガ
ト
ウ
﹂
と
言
わ
れ
る
の
は
逆
な
気
も
し
ま
す
が
、
素
直

に
う
れ
し
い
で
す
。
常
連
さ
ん
と
の
や
り
と
り
か
ら
教
え
ら

れ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
安
心
、
安
全
で
気
持
ち

よ
く
乗
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

利
用
者
は
誰
が
操
船
し
て
い
て
も
関
係
な
い
わ
け
で
す
か

ら
、
民
間
さ
ん
に
負
け
な
い
技
術
と
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

今
号
か
ら
﹁
シ
リ
ー
ズ
里
川
﹂

が
始
ま
り
ま
し
た
。
川
と
密

接
に
か
か
わ
る
人
や
活
動
を

ご
紹
介
す
る
こ
と
で
、
人
の

暮
ら
し
と
川
と
の
新
た
な
関

係
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。



25 水の都大阪の渡し

上：1969年（昭和44）の淀川を渡る平田の渡しと、建築中の豊里大橋。橋が完
成した翌年、300年続いた平田の渡しの歴史に幕が引かれた。
中：1983年（昭和58）の甚兵衛渡船場。需要が高く、船はだいぶ大きくなった
が、まだ屋根はついていない。藤原さんの最初の仕事場だった渡船場だ。
中右：1964年（昭和39）の西九条の渡し。木造船を櫓で漕いでいる風景。
左：安治川の河口近くにある、安治川隧道。警備員とエレベーター付きの地下道
だ。午後4時ごろは、通学と買物で利用する人が引きも切らず、エレベーター待
ちが出ることも。

右：国土地理院基盤地図情報（縮尺レベル25000）「大阪、兵庫」を元に作図
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島谷幸宏
しまたにゆきひろ

九州大学大学院教授

1955年生まれ。1980年九州大学大学院工学研究科修士課程修了。旧
建設省入省後、建設省土木研究所にて河川研究に携わる。国土交通省
土木研究所河川環境研究室長を経て現職。専門は河川工学、河川環境。

主な著書に、『水辺空間の魅力と創造』（共著／鹿島出版会 1987）、
『河川風景デザイン』（山海堂 1994）、『河川環境の保全と復元ー多自
然型川作りの実際』（鹿島出版会 2000）他。

佐賀の歴史的水辺を検証する

成富兵庫茂安の足跡
激しい干満の差がある有明海と結ばれた佐賀平野の川は、

潮、砂、水不足に悩まされてきました。

民政家として活躍した成富兵庫茂安は、大水の氾濫さえも仕組みに入れて、

水害でなくしてしまう治水の天才でした。

近代化が進んで分離してしまった水利を、再び束ねていくには

成富兵庫茂安の多面性に学ぶ必要がありそうです。

成
富
兵
庫
茂
安

（
な
り
ど
み
ひ
ょ
う
ご
し
げ
や
す
）

佐
賀
に
は
、
治
水
家
と
し
て
有
名
な

成
富
兵
庫
茂
安
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。

彼
の
遺
し
た
水
利
シ
ス
テ
ム
を
地
図
上

に
見
る
と
、
肥
前
の
国
の
ほ
と
ん
ど
の

地
に
彼
が
足
跡
を
残
し
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

僕
は
、
武
雄
河
川
事
務
所
に
赴
任
し

た
と
き
に
、
﹁
今
の
技
術
、
計
算
技
術

な
ど
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
絶
対
に
成
富

兵
庫
茂
安
の
仕
事
を
越
え
ら
れ
る
﹂
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
六
角
川

ろ
っ
か
く
が
わ

の

遊
水
地
の
計
画
を
立
て
て
み
る
と
、
彼

が
つ
く
っ
た
遊
水
地
と
ほ
と
ん
ど
一
緒

だ
っ
た
ん
で
す
。
俺
は
何
や
っ
て
る
ん

だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
し
た
。
彼
が
や
っ

た
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
﹁
最
適
﹂
だ

っ
た
ん
で
す
。

成
富
兵
庫
茂
安
は
１
５
６
０
年
に
生

ま
れ
、
戦
争
に
も
強
い
勇
猛
な
武
将
で

し
た
。
し
か
し
、
40
歳
を
超
え
た
こ
ろ

か
ら
ま
ち
づ
く
り
と
か
治
水
事
業
に
携

わ
る
よ
う
に
な
り
、
人
生
の
後
半
30
年

は
、
民
政
家
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。

こ
の
時
代
に
は
、
全
国
で
大
規
模
な

築
城
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
特
に
江
戸

城
の
造
営
は
日
本
国
中
か
ら
い
ろ
い
ろ

な
人
が
集
ま
っ
て
、
技
術
を
競
い
ま
し

た
。
技
術
交
流
は
、
か
な
り
の
レ
ベ
ル

に
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

兵
庫
は
戦
争
で
国
土
が
荒
廃
し
た
後
、

国
づ
く
り
を
き
ち
ん
と
し
な
く
て
は
い

け
な
い
、
と
考
え
ま
し
た
。
熊
本
城
、

江
戸
城
、
名
古
屋
城
、
駿
府
城
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
所
の
城
づ
く
り
に
携
わ
り

な
が
ら
、
最
終
的
に
は
佐
賀
藩
の
治

水
・
利
水
事
業
を
す
べ
て
行
な
っ
た
人

で
す
。

読
者
の
方
に
成
富
兵
庫
茂
安
を
少
し

で
も
知
っ
て
い
た
だ
け
る
と
、
う
れ
し

い
と
思
い
ま
す
。

佐
賀
の
水
利
事
業

佐
賀
の
伝
統
的
水
利
事
業
の
ポ
イ
ン

ト
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

◎

治
水
と
利
水
の
一
体
化

◎

洪
水
は
土
地
ご
と
に
処
理
す
る
（
分
散

の
思
想
。
洪
水
を
ほ
か
の
土
地
に
持
っ
て
い

か
な
い
）

◎

河
川
の
特
性
に
応
じ
た
処
理
（
大
き
な

干
潟
、
土
砂
の
処
理
、
地
形
の
読
み
）

◎

ゆ
っ
く
り
水
を
流
す

◎

地
域
管
理
と
の
一
体
化
（
水
管
理
の
仕
組

み
、
租
税
）

◎

巧
み
な
水
処
理
の
装
置
（
水
防
林
、
野
越

し
、
井
樋
、
草
堰
、
ア
オ
、
樋
門
、
遊
水
地
、

横
堰
、
霞
堤
、
片
側
堤
、
堤
防
、
水
受
堤
、

二
線
堤
、
伏
せ
越
し
、
分
流
施
設
、
放
水
路
、

蛇
行
、
溜
池
、
ク
リ
ー
ク
、
荒
籠
（
あ
ら
こ
））

◎

装
置
を
組
み
合
わ
せ
、
シ
ス
テ
ム
と

し
て
機
能
さ
せ
る

元
・
福
岡
大
学
教
授
の
宮
地
米
蔵
先

生
は
、
水
利
事
業
の
こ
と
を
治
水
と
利

水
が
一
体
化
さ
れ
た
技
術
の
こ
と
だ
と

言
っ
て
い
ま
す
。
水
を
利
す
る
事
業
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

甲
州
と
佐
賀
を
比
べ
た
ら
、
潮
水
が

入
っ
て
こ
な
い
分
、
甲
州
の
ほ
う
が
単

純
で
す
。
有
明
海
と
い
う
の
は
、
最
大

で
１
日
６
c
と
い
う
も
の
す
ご
い
干
満

の
差
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
筑
後
川
に

は
、
満
潮
時
に
毎
秒
２
０
０
０
ｔ
も
の

水
が
、
洪
水
の
よ
う
な
勢
い
で
上
が
っ

て
き
ま
す
。

そ
れ
に
、
砂
に
対
す
る
対
策
も
考
え

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
上
流
部
の
山

地
が
花
崗
岩
で
で
き
て
い
る
と
い
う
特

徴
が
あ
る
た
め
、
マ
サ
︵
風
化
し
た
花

崗
岩
︶
対
策
が
大
変
な
ん
で
す
。

扇
状
地
河
川
は
水
が
す
ご
く
速
く
流

れ
て
い
く
か
ら
、
甲
州
は
佐
賀
に
比
べ

て
、
砂
が
溜
ま
る
こ
と
は
あ
ま
り
考
え

な
く
て
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

そ
の
代
わ
り
、
釜
無
川
み
た
い
な
甲
州

の
川
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
強
い
の
で
、
強

固
に
守
っ
て
い
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。

霞
堤
も
、
扇
状
地
霞
堤
と
下
流
霞
堤

と
で
は
機
能
が
違
い
ま
す
。

扇
状
地
霞
堤
と
い
う
の
は
基
本
的
に

氾
濫
水
戻
し
な
ん
で
す
ね
。
も
の
す
ご

い
勢
い
で
水
が
あ
ふ
れ
る
ん
で
、
霞
堤

を
つ
く
っ
て
幾
重
に
も
守
っ
て
、
氾
濫

し
た
水
を
霞
堤
で
再
び
受
け
止
め
、
も

と
の
河
川
に
戻
す
役
割
を
さ
せ
て
い
る

ん
で
す
。

し
か
し
、
佐
賀
の
よ
う
な
下
流
霞
堤

は
、
上
流
か
ら
来
る
氾
濫
を
防
い
で
、

下
流
か
ら
水
田
に
水
を
入
れ
る
た
め
に
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27 成富兵庫茂安の足跡

す
が
、
そ
れ
は
悪
水
が
入
ら
な
い
た
め

に
は
好
都
合
な
ん
で
す
。

扇
状
地
で
は
平
ら
な
土
地
を
川
が
河

道
を
定
め
ず
に
流
れ
て
い
た
も
の
を
、

徐
々
に
狭
め
て
い
っ
て
、
そ
の
結
果
天

井
川
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
旧
河
道
を

用
水
路
と
し
て
利
用
す
る
ん
で
す
。
多

く
の
用
水
路
が
旧
河
川
を
利
用
し
て
つ

く
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

黒
部
川
扇
状
地
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
扇

状
地
河
川
処
理
の
基
本
的
な
仕
組
み
な

ん
で
す
。
佐
賀
城
下
に
水
を
配
っ
た
、

多
布
施
川
も
そ
の
好
例
で
す
。

佐
賀
で
は
取
水
堰
の
こ
と
を
井
樋

い

び

と

言
い
、
そ
こ
か
ら
流
れ
る
用
水
路
の
こ

と
も
井
樋
と
言
い
ま
す
。

多
布
施
川
を
見
る
と
、
や
は
り
旧
河

道
と
思
わ
れ
る
微
高
地
が
あ
っ
て
、
そ

れ
を
利
用
し
な
が
ら
用
水
路
を
整
備
し

て
い
ま
す
。
多
布
施
川
沿
い
に
は
26
も

の
井
樋
が
右
左
に
毛
細
血
管
の
よ
う
に

広
が
っ
て
い
ま
す
。

石
井
樋
が
あ
る
地
点
に
は
、
象
の
鼻
、

天
狗
の
鼻
と
い
う
構
造
物
が
つ
く
ら
れ
、

遷
宮
荒

あ
ら

籠こ

、
兵
庫
荒
籠
を
築
い
て
、
亀

石
を
置
き
、
砂
が
多
布
施
川
に
入
ら
な

い
よ
う
な
仕
組
み
を
つ
く
り
ま
し
た
。

本
土
居
︵
本
堤
防
︶
の
内
側
に
内
土
居

と
い
う
越
流
堤
を
設
け
、
そ
の
間
を
遊

水
地
に
す
る
こ
と
で
本
土
居
を
守
る
と

い
う
複
雑
な
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。

上
流
に
川
上
川
が
あ
っ
て
、
昔
は
川

上
川
が
合
流
し
た
地
点
よ
り
下
流
を
嘉

瀬
川
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
１
９
６
０

つ
く
ら
れ
て
い
る
。
下
流
か
ら
の
水
を

受
け
入
れ
て
肥
沃
な
土
を
そ
こ
に
沈
殿

さ
せ
、
新
田
開
発
を
す
る
。
だ
か
ら
扇

状
地
霞
堤
と
下
流
霞
堤
と
は
、
機
能
が

違
う
ん
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ま
り

理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

基
本
的
な
考
え
方
は
同
じ
な
の
で
す

が
、
個
々
の
自
然
条
件
に
合
わ
せ
て
最

適
な
仕
組
み
を
採
用
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

リ
ス
ク
と
恵
み
の
分
離

武
将
か
ら
民
政
家
に
転
身
し
た
成
富

兵
庫
が
行
な
っ
た
水
利
事
業
で
、
一
番

大
掛
か
り
な
も
の
、
成
富
兵
庫
最
高
の

傑
作
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
嘉
瀬
川

に
あ
る
石

い
し

井い

樋び

と
い
う
構
造
物
で
す
。

嘉
瀬
川
と
多
布
施
川
は
、
佐
賀
城
下

に
水
を
運
ぶ
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
す
。

洪
水
は
右
岸
（
嘉
瀬
川=

洪
水
を
流
す
た
め
の
本

川
）
、
利
水
と
治
水
は
左
岸
（
多
布
施
川=

都

市
用
水
と
し
て
利
用
）
。
リ
ス
ク
と
恵
み
の

分
岐
シ
ス
テ
ム
が
、
石
井
樋
な
ん
で
す
。

甲
州
の
万
力
林
も
信
玄
堤
も
、
基
本

的
に
は
同
じ
。
リ
ス
ク
︵
治
水
︶
と
恵

み
︵
利
水
︶
を
分
離
さ
せ
る
た
め
の
装

置
で
す
。

嘉
瀬
川
の
本
川
は
、
石
井
樋
に
よ
っ

て
大
き
く
西
に
曲
げ
ら
れ
て
お
り
、
多

布
施
川
は
嘉
瀬
川
の
旧
河
川
と
思
わ
れ

ま
す
。
基
本
的
に
水
供
給
河
川
で
、
海

岸
砂
州
で
あ
る
佐
賀
城
下
町
に
水
を
配

っ
て
い
ま
す
。
天
井
川
に
な
っ
て
い
ま
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な
く
な
り
ま
し
た
。
溜
池
を
壊
そ
う
と

し
て
亡
く
な
っ
た
女
性
と
稚
児
の
悲
し

い
伝
説
も
残
っ
て
い
ま
す
。

水
路
は
、
山
の
等
高
線
に
沿
っ
て
つ

く
ら
れ
ま
し
た
。
水
争
い
を
緩
和
す
る

た
め
に
、
あ
ま
り
取
り
過
ぎ
な
い
よ
う

に
、
所
々
に
野
越
し
を
つ
く
っ
て
、
那

珂
川
に
水
を
戻
す
配
慮
を
し
て
い
ま
す
。

成
富
兵
庫
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
忘

れ
な
い
よ
う
に
、
毎
年
﹁
兵
庫
祭
り
﹂

が
執
り
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
村
も
、
﹁
五
ヶ
山
ダ
ム
﹂
が
計

画
さ
れ
て
い
て
、
間
も
な
く
水
没
す
る

運
命
に
あ
り
ま
す
。

西
芦
刈
水
路
と
片
側
堤
防

（
図
32
ペ
ー
ジ
参
照
）

西
芦
刈
水
路
は
、
川
上
神
社
の
下
か

ら
牛
津
川
ま
で
水
を
引
い
て
い
る
用
水

路
で
、
こ
れ
も
成
富
兵
庫
が
つ
く
っ
た

傑
作
で
す
。

西
芦
刈
水
路
に
は
西
山
田
川
、
真
手

川
、
大
願
寺
川
、
神
水
川
、
山
王
川
、

西
平
川
と
い
っ
た
た
く
さ
ん
の
川
が
流

れ
込
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
下

し
も

に
は
川

が
あ
り
ま
せ
ん
。
川
の
水
は
全
部
、
こ

の
用
水
路
に
入
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

こ
の
用
水
路
は
山
か
ら
流
れ
出
し
た
水

を
す
べ
て
受
け
入
れ
る
よ
う
に
で
き
て

い
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
用
水
路
で

あ
り
な
が
ら
、
治
水
施
設
で
も
あ
る
。

大
水
が
出
た
と
き
の
た
め
に
、
片
側

堤
防
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
の

片
側
堤
防
は
、
用
水
路
が
等
高
線
に
沿

年
（
昭
和
35
）
、
農
業
用
水
が
不
足
し
て

い
た
佐
賀
平
野
へ
水
を
送
る
た
め
、
川

上
頭
首
工

と
う
し
ゅ
こ
う

が
築
造
さ
れ
ま
す
。
頭
首
工

と
は
、
川
の
水
を
農
業
用
水
と
し
て
水

路
に
引
き
込
む
た
め
に
設
け
る
堰
の
こ

と
で
す
。

川
上
頭
首
工
が
で
き
て
か
ら
、
石
井

樋
、
大
井
手
堰
は
い
っ
た
ん
役
目
を
終

え
ま
す
。
水
が
涸
れ
、
川
底
に
は
草
が

繁
茂
し
て
い
る
状
態
で
し
た
。
し
か
し
、

歴
史
的
な
水
利
遺
構
を
残
し
た
い
と
復

元
が
検
討
さ
れ
、
調
査
が
始
ま
り
ま
し

た
。
１
６
３
０
年
（
寛
永
７
）
ご
ろ
、
壊

れ
た
石
井
樋
の
修
理
が
行
な
わ
れ
た
、

と
い
う
記
述
が
残
っ
て
い
て
、
以
来
約

４
０
０
年
間
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
て
き

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
の
特
徴
は
、
石
井
樋
の
上
流
に

遊
水
地
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
多

分
、
大
き
な
構
造
物
を
守
る
た
め
に
上

流
で
い
っ
た
ん
あ
ふ
れ
さ
せ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
が
詳
細
は

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
復
元
さ
れ
た
大
井
手
堰

は
、
国
交
省
が
つ
く
っ
た
初
め
て
の
固

定
堰
で
も
あ
り
ま
す
。

石
井
樋
の
構
造

象
の
鼻
に
ぶ
つ
か
っ
た
嘉
瀬
川
の
流

れ
は
、
川
の
中
央
に
寄
っ
て
大
井
手
堰

に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
逆
流
し
て

勢
い
が
緩
や
か
に
な
り
、
象
の
鼻
と
天

狗
の
鼻
の
間
を
通
っ
て
、
石
井
樋
か
ら

多
布
施
川
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
は
多
布
施
川
に
砂
が
入
っ
て
い

く
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
流
路
延
長
を
長

く
し
て
流
れ
を
遅
く
し
、
砂
を
落
と
す

手
だ
て
に
な
っ
て
い
ま
す
。

当
時
、
洪
水
時
に
は
石
井
樋
を
閉
じ

た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
て
い

て
、
戸
立
て
の
痕
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

僕
も
必
要
な
と
き
は
閉
じ
る
こ
と
が
で

き
た
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

面
白
い
の
は
象
の
鼻
の
根
本
が
低
く

な
っ
て
い
て
、
野
越

の
こ

し
と
い
う
構
造
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

洪
水
の
と
き
は
、
ど
う
し
て
も
砂
が

巻
き
上
が
っ
て
濁
っ
た
水
が
入
り
込
ん

で
し
ま
う
。
そ
こ
で
野
越
し
と
い
う
仕

組
み
を
つ
く
っ
て
逆
流
水
と
ぶ
つ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
水
の
動
き
を
止
め
、

土
砂
の
濃
度
が
低
い
﹁
う
わ
み
ず
﹂
だ

け
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
工
夫
を
し
て

い
る
の
で
す
。

最
初
は
、
な
ぜ
野
越
し
が
あ
る
ん
だ

ろ
う
、
と
疑
問
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
模

型
実
験
を
し
て
み
た
ら
水
が
ピ
タ
ッ
と

止
ま
っ
た
の
で
、
多
分
そ
う
い
う
こ
と

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

蛤
水
道
（
写
真
な
ど
49
ペ
ー
ジ
参
照
）

福
岡
に
那
珂
川
と
い
う
川
が
流
れ
て

い
ま
す
。
志
賀
島
か
ら
出
土
し
た
金
印

に
刻
ま
れ
た
﹁
漢
委
奴
国
王
﹂
の
、
漢

の
倭
の
奴
の
国
を
流
れ
る
川
と
い
う
意

味
、﹁
な
﹂
か
川
で
す
ね
。

成
富
兵
庫
は
田
手
川
の
水
量
が
不
足

す
る
た
め
、
元
和
年
間
（
１
６
１
５
〜
１
６

２
４
年
）
蛤

は
ま
ぐ
り

岳
（
標
高
８
６
３
C
）
に
溜
池

を
つ
く
り
、
那
珂
川
の
支
流

大
野
川

か
ら
筑
前
に
流
れ
る
水
を
横
取
り
す
る

全
長
１
２
６
０
c
の
蛤

は
ま
ぐ
り

水
道
を
つ
く

り
ま
し
た
。
今
で
言
う
、
流
況
調
整
河

川
で
す
。

上
流
に
佐
賀
の
人
を
住
ま
わ
せ
て
土

地
を
横
取
り
し
て
、
水
を
得
た
の
で
す
。

そ
の
た
め
大
野
川
が
涸
れ
て
し
ま
い
、

水
が
五
箇
山
（
現
・
五
ヶ
山
）
村
に
い
か

28

左：成富君水功之碑。
発掘された石井樋（下）と、復元されて稼働
中の石井樋（上）。



こ
の
排
水
路
が
片
側
堤
防
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。

多
布
施
川
は
26
も
の
用
水
路
を
持
っ

て
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
水
門
を
持
っ
て
い

ま
す
が
、
洪
水
時
し
か
管
理
し
ま
せ
ん
。

洪
水
の
と
き
だ
け
水
門
を
閉
め
る
。
普

段
は
、
一
切
手
を
つ
け
て
い
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
上
流
か
ら
水
が
流
れ
る
と
、

あ
ま
ね
く
す
べ
て
の
所
に
水
が
配
ら
れ

る
。
ま
る
で
神
の
手
の
よ
う
に
！

隅
々
ま
で
、
毛
細
血
管
の
よ
う
に
行
き

渡
る
の
で
す
。

多
布
施
川
か
ら
発
し
た
用
・
排
水
路

の
フ
ロ
ー
マ
ッ
プ
（
33
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
す

が
、
こ
こ
に
青
い
線
で
示
し
た
の
が
、

き
れ
い
な
水
、
赤
い
線
で
示
し
た
の
が

悪
水
で
す
。
こ
れ
ら
の
悪
水
は
十
間
堀

川
に
落
と
さ
れ
、
最
終
的
に
は
﹁
江
が

つ
く
川
﹂
ま
で
落
と
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

城
下
町
の
中
も
、
も
の
す
ご
く
屈
曲

し
て
い
る
ん
で
す
が
、
多
布
施
川
を
背

骨
と
し
て
、
左
右
に
水
を
分
配
す
る
基

本
的
な
シ
ス
テ
ム
は
同
じ
で
す
。
た
だ

お
堀
に
も
水
が
越
流
す
る
よ
う
な
場
所

が
あ
っ
て
、
お
堀
を
遊
水
地
と
し
て
機

能
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
か
な
り
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

成
富
兵
庫
は
、
こ
の
広
い
土
地
に
人

間
が
一
切
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
く
て
も

水
が
行
き
渡
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
た
。

堰
高
や
井
樋
の
幅
、
底
高
に
よ
り
、
流

量
配
分
が
決
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
地

域
に
適
正
に
分
配
す
る
シ
ス
テ
ム
が
構

築
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。

っ
て
い
て
、
山
側
の
堤
防
は
な
く
、
谷

側
に
だ
け
堤
防
が
つ
く
ら
れ
た
も
の
で

す
。
上
流
斜
面
に
、
ま
ず
あ
ふ
れ
さ
せ

る
。
地
域
ご
と
に
あ
ふ
れ
さ
せ
る
こ
と

で
、
大
水
を
受
け
止
め
て
い
た
ん
で
す

ね
。斜

面
に
つ
く
っ
た
小
さ
な
用
水
路
だ

け
で
は
な
く
、
川
も
片
側
に
し
か
堤
防

が
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ

う
い
う
の
を
受
け
堤
と
い
い
ま
す
。
片

側
だ
け
に
氾
濫
さ
せ
る
。
は
じ
め
か
ら

あ
ふ
れ
る
所
を
決
め
て
い
て
、
遊
水
地

に
し
て
お
い
た
ん
で
す
。

そ
の
代
わ
り
、
家
の
中
の
あ
る
一
定

の
所
ま
で
水
が
き
た
ら
堤
を
切
っ
て
も

い
い
、
と
い
う
地
域
ル
ー
ル
が
個
々
に

あ
り
ま
し
た
。

堤
を
切
っ
て
も
、
次
の
堤
防
で
ま
た

受
け
止
め
る
。
そ
う
い
う
小
さ
い
仕
組

み
を
た
く
さ
ん
つ
く
り
ま
し
た
。

も
の
す
ご
く
あ
ふ
れ
る
場
所
は
無
税

に
す
る
と
か
、
租
税
負
担
を
調
整
す
る

こ
と
で
合
意
形
成
を
図
っ
て
い
ま
す
。

あ
ふ
れ
る
所
と
い
う
の
は
土
地
が
肥

沃
な
の
で
、
あ
ふ
れ
な
い
年
は
農
業
生

産
に
有
利
な
ん
で
す
。

潮
受
け
堤
と
い
っ
て
、
潮
が
上
が
っ

て
き
た
と
き
に
、
潮
水
を
あ
ふ
れ
さ
せ

る
遊
水
地
も
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
海
沿

い
で
干
満
差
が
大
き
い
地
域
で
、
し
ば

し
ば
用
い
ら
れ
る
仕
組
み
で
す
。
現
場

に
行
く
と
、
ま
だ
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
今
の
日
本
で
は
、
そ
う
い
う
技

術
が
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら

れ
て
い
ま
す
ね
。

ま
た
、
増
水
し
た
と
き
に
だ
け
水
を

流
し
て
逃
が
す
川
も
つ
く
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
川
底
に
穴
が
開
い
て
い
た
り
、

複
雑
な
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
た
よ
う

で
す
が
、
今
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、

よ
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

毛
細
血
管
の
よ
う
な
用
排
水
網

佐
賀
平
野
は
、
一
見
水
が
豊
か
そ
う

に
見
え
る
け
れ
ど
、
実
は
水
が
少
な
い
。

干
拓
地
と
い
う
の
は
水
源
を
持
た
な
い

か
ら
、
そ
こ
で
ど
う
や
っ
て
水
を
確
保

す
る
か
。
そ
れ
で
ク
リ
ー
ク
（
溜
め
堀
）

と
い
う
も
の
が
発
達
す
る
ん
で
す
。

山
か
ら
出
た
水
が
つ
く
っ
た
扇
状
地

が
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
デ
ル
タ
が
あ
っ
て
、

と
い
う
佐
賀
の
よ
う
な
所
で
は
、
微
妙

な
地
形
の
変
化
に
対
応
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
成
富
兵
庫
が
構
築
し
た
、
実

に
き
め
細
や
か
な
シ
ス
テ
ム
に
は
、
本

当
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

佐
賀
に
は
江
と
い
う
字
の
つ
く
川
が

た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
が
、
潮
水
が
入

る
川
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
こ
に
水
が

落
ち
て
し
ま
う
と
、
ア
オ
取
水
（
満
潮
時

に
潮
水
の
上
に
比
重
が
軽
い
真
水
が
載
る
こ
と
を
利

用
し
て
、
真
水
を
取
る
方
法
）
を
利
用
す
れ
ば

別
で
す
が
、
基
本
的
に
は
も
う
使
え
ま

せ
ん
。

で
す
か
ら
﹁
江
と
い
う
名
前
が
つ
く

川
﹂
に
落
ち
る
と
、
水
の
役
目
は
お
し

ま
い
。
で
す
か
ら
、
江
ま
で
ど
う
や
っ

て
水
を
運
ぶ
か
と
い
う
の
が
勝
負
で
す
。

石
井
樋
か
ら
取
水
し
た
水
は
多
布
施

川
を
通
っ
て
佐
賀
城
下
町
を
通
り
な
が

ら
、
八
田
江

は

っ

た

え

ま
で
い
き
ま
す
。

天
井
川
で
高
い
所
を
通
っ
て
い
る
多

布
施
川
は
、
右
に
左
に
用
水
路
を
配
し

て
い
く
に
は
都
合
が
い
い
ん
で
す
ね
。

排
水
路
で
水
を
受
け
て
、
最
終
的
に
は

感
潮
河
川
（
多
布
施
川
の
場
合
は
佐
賀
江
川
）

で
あ
る
﹁
江
﹂
に
水
を
落
と
し
ま
す
。

今
は
都
市
化
し
て
残
っ
て
い
な
い
の

で
実
証
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
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象の鼻

亀石

石閘

天狗の鼻

本土居

外土居

大
井
手
戸
立

兵
庫
荒
籠

遷
宮
荒
籠

砂巻出し
（南北300M）

嘉
瀬
川

岸川水道

川
上
川

多布
施川

ノコシ

底アラコ

水
功
碑

番
屋

嘉瀬川の石井樋を運用するためのシステム。象の鼻にぶつかっ
た流れは大井手堰を経て嘉瀬川に、象の鼻と天狗の鼻の間を回
り込んで入った流れが多布施川にいく。象の鼻の付け根が低く
なって、洪水時に野越しとして作用する。このような大事な施
設の上流には、しばしば遊水地が設けられた。
下：模型実験でも、沈砂作用が証明される。
復元された石井樋一帯は公園となっており、「さが水ものがたり
館」では佐賀平野の水について学ぶことができる。
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さ
せ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
大
日
川
に
は

石
井
樋
を
つ
く
ら
な
い
で
、
穴
だ
け
が

開
い
た
﹁
大
日
井
手
﹂
と
い
う
堰
を
つ

く
り
ま
し
た
。
通
常
の
と
き
も
洪
水
の

と
き
も
、
穴
が
開
い
た
ま
ま
で
水
が
ち

ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
あ
ふ
れ
ま
す
。
そ
し
て

洪
水
の
と
き
に
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
し
た

水
が
返
る
バ
イ
パ
ス
を
、
そ
の
穴
の
上

流
に
つ
く
っ
た
ん
で
す
。
今
は
真
っ
す

ぐ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
成
富
兵
庫
は

こ
こ
を
蛇
行
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。野

越
し
か
ら
水
が
あ
ふ
れ
る
こ
と
を

想
定
し
て
い
る
の
と
、
水
流
を
弱
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
こ
は
広
い
空

間
を
遊
水
地
と
し
て
確
保
し
、
流
水
抑

制
効
果
の
高
い
竹
林
を
繁
ら
せ
ま
し
た
。

大
日
堰
は
、
今
は
立
派
な
水
門
に
な

っ
て
い
て
、
横
堤
も
ち
ゃ
ん
と
残
っ
て

い
ま
す
。

放
水
路
で
あ
る
大
日
川
の
下
流
は
堤

防
が
な
く
、
小
さ
な
河
川
に
な
る
。
竹

林
が
あ
る
所
に
は
、
昔
、
象
の
鼻
と
い

う
構
造
物
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
僕
が
武
雄
に
赴
任
す
る

前
に
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
、
壊
さ
れ

て
い
ま
す
。
も
っ
た
い
な
か
っ
た
。
そ

の
こ
ろ
は
、
こ
う
い
う
歴
史
的
構
造
物

を
も
っ
た
い
な
い
と
思
う
よ
う
な
考
え

方
は
、
残
念
な
こ
と
に
な
か
っ
た
ん
で

す
。今

の
遊
水
地
の
発
想
は
、
川
の
そ
ば

に
つ
く
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
。
し
か

し
成
富
兵
庫
は
、
川
の
水
を
離
れ
た
所

多
分
彼
ら
は
同
じ
よ
う
な
高
さ
の
所

に
同
じ
よ
う
な
堰
を
つ
く
る
と
、
幅
に

よ
っ
て
流
量
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
水
田
の

面
積
に
よ
っ
て
水
路
の
幅
を
変
え
る
と

い
う
ぐ
ら
い
の
技
術
は
持
っ
て
い
た
と

思
う
。

土
木
屋
的
に
考
え
る
と
、
ち
ょ
こ
っ

と
ず
つ
直
し
て
い
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
う
や
っ
て
い
く
と
、
最
適
化
さ

れ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
今
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
も
５
回

ぐ
ら
い
近
似
計
算
を
繰
り
返
す
と
真
値

に
か
な
り
近
づ
き
ま
す
か
ら
。

１
０
０
年
も
経
て
ば
、
こ
れ
ぐ
ら
い

の
完
成
度
に
は
達
す
る
か
な
、
と
。
た

だ
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い

る
だ
け
で
、
本
当
は
も
っ
と
賢
く
て
、

す
ぐ
に
完
成
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

成
富
兵
庫
が
生
き
て
い
る
間
に
は
、
お

そ
ら
く
数
回
の
調
整
で
か
な
り
の
シ
ス

テ
ム
が
で
き
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

こ
の
水
路
は
、
佐
賀
の
城
下
町
に
水

を
持
っ
て
い
く
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
水

路
な
の
に
、
明
治
時
代
以
降
の
水
利
権

の
流
れ
を
見
て
み
る
と
、
慣
行
水
利
権

と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
農
業
用
水
路

だ
け
な
ん
で
す
よ
。

成
富
兵
庫
は
佐
賀
城
下
町
に
水
を
引

く
た
め
に
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
を
つ
く

っ
た
の
に
、
都
市
用
水
に
慣
行
水
利
権

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
都
市
用

水
が
減
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い

て
、
そ
の
水
利
権
が
環
境
水
利
権
と
い

う
よ
う
な
名
前
で
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
水
利
権
行
政
と
し
て

の
問
題
点
が
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
す
。

三
法
潟

も
う
一
つ
、
三
法
潟

さ
ん
ぽ
う
が
た

の
開
発
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
も
成
富
兵
庫
の
傑

作
で
す
。

こ
れ
は
も
っ
と
複
雑
で
す
。
三
法
潟

は
、
低
地
蛇
行
河
川
で
あ
る
六
角
川
に

あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
潮
見
と
い
う
場
所
が
あ
り
ま

す
。
良
い
平
野
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
、

潮
が
上
が
っ
て
く
る
た
め
に
開
発
が
で

き
な
か
っ
た
。
治
水
と
利
水
と
潮
水
の

処
理
を
い
か
に
立
体
的
に
や
る
か
と
い

う
の
が
、
こ
こ
に
お
け
る
成
富
兵
庫
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。
こ
の
広
い
平
野

を
潤
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
素
晴
ら
し

い
新
田
開
発
が
で
き
る
。
成
富
兵
庫
は

そ
れ
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

そ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
わ
か
ら
な
い
と
、

こ
こ
を
い
く
ら
見
て
も
理
解
で
き
な
い
。

ま
ず
﹁
大
日
堰
﹂
と
い
う
堰
を
つ
く

り
ま
し
た
。
こ
れ
で
潮
を
止
め
る
わ
け

で
す
。
こ
こ
か
ら
上
は
真
水
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
真
水
を
、
ど
う
使
う
か
。

右
岸
側
の
処
理
と
し
て
は
、
生
見
川

い
き
み
が
わ

と
い
う
横
堤
を
つ
く
っ
て
、
水
を
供
給

す
る
た
め
の
用
水
路
と
洪
水
時
の
放
水

路
を
兼
ね
さ
せ
ま
し
た
。
洪
水
時
に
は
、

六
角
川
に
並
行
す
る
骨
に
な
る
用
水
路

の
所
に
つ
く
っ
た
﹁
生
見
の
石
井
樋
﹂

を
閉
め
て
、
余
分
な
水
を
あ
ふ
れ
さ
せ

ま
し
た
。
上
流
か
ら
の
洪
水
も
、
横
堤

で
あ
る
生
見
川
で
受
け
て
あ
ふ
れ
さ
せ

ま
す
。

左
岸
側
の
処
理
と
し
て
は
、
大
日
川

だ
い
に
ち
が
わ

を
つ
く
っ
て
、
生
見
川
と
同
じ
役
割
を

上：お茶屋堰。この固定堰によって、潮がせき止められている。
左上：城原川の水を堰上げ、横落水路で右岸山麓に配水する三千石
堰。導水部には、石井樋と同様の仕組みが用いられている。
下：蛤水道と城原川を案内してくださった景観生態研究所の於保泰
正さんと「ふるさとの川、城原川を考える会」の佐藤悦子さん。城
原川は典型的な天井川で度々氾濫を繰り返してきたが、今も9つの野
越し、13の草堰が残っており、於保さんと佐藤さんは河道整備にも
地元の知恵を反映させるべき、と運動を続けている。

下：堤防が一部低くなって（自動車が止まっている所）、野越しにな
っている。／下左：集落の家々は、水路で囲まれている。水路上に
川端が設けられていた。



生見の石井樋

六
角
川

六
角
川

東
川

東川堰

大日堰

大日井手
穴があいており平常時、
洪水時ともに開いている

放水路より下流は堤防が
なく小さな川になる

平常時は開いて用水を
供給、洪水時閉める

（茂手の石井樋）
平常時は閉まって
いる潮止めの堰

野越しと水流を弱める
ために遊水効果を持つ
竹林を持つ

洪水時の放水路

大日川
六角川左岸側への水の供
給と洪水時の放水路

生見川
横提、用水路供給、洪
水時の放水路を兼ねる

六角川
舟運のために蛇行
させた

の
そ
ば
に
あ
る
伏
見
神
社
に
も
与
止
姫

が
勧
進
し
て
あ
っ
て
、
こ
こ
の
人
た
ち

も
ナ
マ
ズ
を
食
べ
ま
せ
ん
。

蛇
行
の
意
義

特
徴
的
に
見
ら
れ
る
蛇
行
に
つ
い
て
、

今
、
一
生
懸
命
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。蛇

行
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
用
排

水
の
基
本
的
な
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
ゆ
っ
く
り
流
す

た
め
で
は
な
い
か
。
神
様
が
く
れ
た
水

を
、
直
線
に
し
て
早
く
流
す
な
ん
て
い

う
馬
鹿
な
こ
と
は
な
い
、
と
。
そ
れ
に

掘
れ
る
所
が
水
を
取
り
易
い
所
な
ん
で
、

取
水
口
を
湾
曲
し
た
外
側
に
持
っ
て
い

っ
た
ん
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
を

立
て
て
い
ま
す
。

﹁
自
然
の
地
形
を
利
用
し
て
い
る
か
ら
、

等
高
線
に
沿
っ
て
蛇
行
さ
せ
た
の

か
？
﹂
と
言
う
人
も
い
ま
す
が
、
私
は

人
工
的
に
蛇
行
さ
せ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。舟

を
通
す
こ
と
を
考
え
て
も
、
す
ぐ

に
流
れ
て
し
ま
っ
て
水
深
が
浅
い
よ
り

も
、
た
っ
ぷ
り
水
が
あ
っ
て
、
ゆ
っ
く

り
流
れ
る
ほ
う
が
い
い
。

蛇
行
し
て
い
る
ほ
う
が
潮
が
ゆ
っ
く

り
上
が
る
と
地
元
の
人
も
言
う
ん
だ
け

れ
ど
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
砂
を
溜
め
る
た
め
に
蛇
行
さ

せ
て
い
る
ん
だ
、
と
言
う
人
も
い
る
。

砂
は
湾
曲
部
の
内
側
に
溜
ま
る
じ
ゃ
な
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に
ま
で
持
っ
て
い
っ
て
あ
ふ
れ
さ
せ
た
。

離
れ
遊
水
地
で
す
ね
。

牛
津
川
ま
で
は
、
西
芦
刈
水
路
で
水

を
引
い
て
い
ま
す
。
牛
津
川
よ
り
西
側

は
波
佐
間
用
水
路
で
水
を
引
い
て
い
ま

す
。
波
佐
間
用
水
路
と
牛
津
川
の
間
に

洪
水
防
御
用
の
横
堤
が
あ
り
ま
す
。
横

堤
は
、
１
９
９
５
年
（
平
成
７
）
に
壊
さ

れ
て
、
今
は
一
部
が
史
跡
と
し
て
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
牛
津
川
に
も
潮
が
上
が

る
の
で
、
波
佐
間
用
水
堰
で
潮
を
止
め

て
、
潮
水
と
真
水
を
分
離
し
て
い
ま
す
。

宮
地
先
生
は
、
﹁
横
堤
は
必
ず
し
も

下
流
に
対
す
る
洪
水
を
防
ぐ
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
。
１
回
小
さ
い
洪
水
を
起

こ
し
て
泥
を
溜
め
て
、
肥
沃
に
す
る
た

め
の
装
置
だ
﹂
と
、
い
つ
も
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
こ
れ
も
多
目
的
な
施
設
で
す

ね
。

裂
田
の
溝
（
写
真
な
ど
裏
表
紙
参
照
）

石
井
樋
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
が
、
裂
田

さ

く

た

の
溝

う
な
で

で
す
。
こ
れ

は
日
本
最
古
の
用
水
路
で
、
﹃
日
本
書

紀
﹄
に
は
神
功
皇
后
紀
に
つ
く
ら
れ
た

と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
佐
賀
の
水

シ
ス
テ
ム
と
の
類
似
性
が
高
い
、
水
利

シ
ス
テ
ム
で
す
。

裂
田
神
社
の
外
周
を
迂
回
す
る
よ
う

に
し
て
溝
が
流
れ
て
い
ま
す
。
﹃
日
本

書
紀
﹄
は
、
神
功
皇
后
が
新
羅
に
遠
征

す
る
際
に
神
田
を
灌
漑
す
る
た
め
溝
を

掘
っ
た
と
こ
ろ
、
大
岩
に
突
き
当
た
り

そ
れ
以
上
掘
り
進
め
な
く
な
っ
た
。
そ

こ
で
神
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
雷
が
落
ち

て
そ
の
大
岩
が
裂
け
、
水
路
が
拓
か
れ

た
、
と
記
し
て
い
ま
す
。
阿
蘇
火
砕
流

台
地
を
人
間
が
開
鑿
し
た
と
思
わ
れ
る

用
水
で
す
。

嘉
瀬
川
の
裏
側
に
あ
り
、
福
岡
に
水

を
配
っ
て
い
る
那
珂
川
に
一
ノ
井
堰
を

設
け
て
取
水
し
、
溝
に
よ
っ
て
、
現
在

も
山
田
か
ら
今
光
ま
で
の
６
つ
の
集
落

の
水
田
を
潤
し
て
い
ま
す
。

氾
濫
水
を
用
水
路
か
ら
分
離
し
、
那

珂
川
に
戻
す
た
め
の
亀
岩
と
い
う
岩
が

あ
り
ま
す
。
石
井
樋
に
は
亀
石
と
い
う

の
が
あ
り
、
仕
組
み
が
よ
く
似
て
い
ま

す
。
蛇
行
し
て
い
る
し
、
出
鼻
も
あ
る
。

こ
の
下
流
に
現
人

あ
ら
ひ
と

神
社
が
あ
っ
て
、

こ
の
神
社
の
水
田
に
配
水
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
現
人
神
社
は
、
住
吉

神
社
の
元
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

﹃
筑
前
の
国
風
土
記
﹄
に
江
戸
時
代
の

絵
図
が
載
っ
て
い
ま
す
が
、
大
き
な
岩

が
あ
っ
て
神
社
が
あ
っ
て
水
路
が
蛇
行

し
て
い
ま
す
。

石
井
樋
の
ち
ょ
っ
と
上
に
も
川
上
神

社
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
与
止

よ

ど

姫ひ
め

を
祀

っ
て
い
ま
す
。
淀
川
も
こ
の
与
止
姫
と

関
連
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
、
非
常

に
由
緒
の
あ
る
神
社
で
す
。
淀
は
澱
む

と
い
う
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
、
﹁
与
え

る
﹂
と
﹁
止
め
る
﹂
。
利
水
と
治
水
の

こ
と
で
す
ね
。

嘉
瀬
川
の
人
た
ち
は
ナ
マ
ズ
を
食
べ

な
い
ん
で
す
が
、
裂
田
の
溝
の
取
水
口

三法潟（上〈北〉が下流）国土地理院基盤地図情報（縮尺レベル25000）「佐賀」を元に作図



い
で
す
か
。
真
っ
す
ぐ
だ
と
、
す
べ
て

の
箇
所
に
溜
ま
る
。
曲
げ
て
い
る
と
溜

ま
る
と
こ
ろ
が
特
定
さ
れ
る
か
ら
、
浚

渫
す
る
に
も
半
分
で
い
い
。

洪
水
だ
っ
て
、
あ
ふ
れ
る
所
を
決
め

て
い
る
か
ら
、
被
害
は
あ
る
け
れ
ど
、

人
的
被
害
と
か
予
測
し
て
い
な
い
被
害

は
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

だ
け
ど
、
そ
れ
だ
っ
て
何
回
も
や
ら

れ
て
し
ま
う
か
ら
、
神
様
を
祀
っ
た
り

し
て
祈
る
わ
け
で
す
。

水
田
で
も
、
同
じ
人
が
同
じ
地
域
だ

け
に
田
ん
ぼ
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
あ

ち
こ
ち
に
持
っ
て
い
た
。
リ
ス
ク
分
散

で
す
。
五
穀
が
注
目
さ
れ
て
い
る
け
れ

ど
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
作
物
を
つ
く

っ
て
お
け
ば
、
何
か
が
起
き
て
あ
る
作

物
が
ダ
メ
に
な
っ
て
も
、
補
う
食
料
が

確
保
で
き
る
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

危
機
管
理
を
す
る
と
き
に
、
予
測
可

能
性
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
な
ん
で

す
。
今
の
河
川
管
理
は
、
ど
こ
で
切
れ

る
か
わ
か
ら
な
い
ロ
シ
ア
ン
ル
ー
レ
ッ

ト
に
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

戦
国
時
代
以
前
の
評
価

武
田
信
玄
や
成
富
兵
庫
が
治
水
事
業

を
行
な
っ
た
背
景
に
は
、
荒
廃
し
た
領

地
を
立
て
直
す
目
的
が
あ
っ
た
。

同
時
に
幕
藩
体
制
の
確
立
で
す
。
幕

藩
体
制
を
し
っ
か
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、

ま
ず
農
業
生
産
を
上
げ
て
、
人
民
を
管

理
す
る
。
水
の
管
理
、
治
水
と
利
水
を

一
体
化
し
た
水
の
管
理
を
し
な
が
ら
、

人
民
管
理
を
す
る
。
用
水
管
理
を
す
る

中
で
、
そ
こ
に
い
る
グ
ル
ー
プ
の
掌
握

が
で
き
て
く
る
。

釜
無
川
の
流
れ
を
高
岩
に
ぶ
つ
け
る

仕
組
み
を
つ
く
っ
た
信
玄
も
す
ご
い
。

堤
防
よ
り
岩
の
ほ
う
が
強
い
ん
だ
か
ら
、

岩
を
動
か
す
よ
り
、
川
を
動
か
し
た
ほ

う
が
簡
単
、
と
思
っ
た
ん
だ
ろ
う
け
れ

ど
、
や
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
す
ご
い
。

あ
れ
だ
け
の
事
業
に
な
る
と
人
手
が
も

の
す
ご
く
か
か
り
ま
す
か
ら
、
人
心
を
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か
ら
地
域
の
人
が
使
え
ば
い
い
、
と
い

う
発
想
で
す
。
馬
の
頭
と
い
う
施
設
で

サ
イ
フ
ォ
ン
導
水
の
た
め
の
樋
に
す
る

桶
を
つ
く
る
の
に
、
入
会
い
で
使
い
な

さ
い
と
言
っ
て
山
を
１
個
あ
げ
た
り
し

て
い
る
。
ま
た
、
農
閑
期
に
し
か
工
事

を
し
な
か
っ
た
。
工
事
が
終
わ
っ
た
と

き
に
は
祭
り
を
す
る
と
か
、
非
常
に
地

域
の
人
に
配
慮
を
し
な
が
ら
普
請
を
行

な
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

町
の
名
に
茂
安
町
と
い
う
の
が
あ
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
佐
賀
で
は

今
で
も
大
変
、
慕
わ
れ
て
い
ま
す
。

僕
ら
が
知
っ
て
い
る
遊
水
地
と
い
う

の
は
、
水
を
溜
め
る
遊
水
地
。
し
か
し
、

成
富
兵
庫
が
や
っ
た
城
原
川
の
遊
水
地

は
流
れ
遊
水
地
な
ん
で
す
よ
。
そ
ん
な

発
想
、
今
は
誰
も
持
っ
て
い
な
い
。
だ

か
ら
、
城
原
川
と
い
う
氾
濫
河
川
の
処

理
に
つ
い
て
も
、
現
代
人
は
な
か
な
か

理
解
で
き
な
い
。

堪
水
を
ポ
ン
プ
で
汲
み
上
げ
た
り
、

本
川
の
水
位
が
下
が
っ
た
と
き
に
返
す

遊
水
地
は
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
排
水
路

を
準
備
す
る
こ
と
で
長
時
間
堪
水
し
な

い
よ
う
に
し
て
、
下
流
に
ど
ん
ど
ん
流

し
な
が
ら
一
時
貯
留
す
る
な
ん
て
い
う
、

放
水
路
と
遊
水
地
の
両
方
の
機
能
を
持

っ
た
も
の
は
、
現
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

堤
防
な
ん
か
つ
く
ら
な
い
か
ら
、
用

地
買
収
も
不
要
で
、
コ
ス
ト
も
安
く
で

き
る
。
地
役
権
を
設
定
し
て
流
れ
型
の

遊
水
地
に
し
て
、
都
市
化
だ
け
起
き
な

い
よ
う
に
す
れ
ば
、
今
で
も
で
き
る
仕

5.4 m16.2 m

54 m

3.6 m

ハ
ガ
ネ

竹
杉

川表 川裏

洪水位

上：千栗堤は中央に粘土状の「ハガネ」を入れ
てつくられていた。現在は、北茂安千栗土居公
園に一部がわずかに残るのみだ。
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堤防

対岸に比して提高が低い部分

諸提（霞提・乗越提含む）

提高差数値

片側堤防

受け堤

西芦刈水道と片側堤防

﹃
成
富
兵
庫
茂
安
事
蹟
集
﹄
に
よ
る
と
、

成
富
兵
庫
は
、
ま
ず
千
栗

ち
り
く

堤て
い

と
い
う
堤

防
を
築
き
ま
し
た
。
千
栗
堤
は
、
筑
後

川
の
水
を
防
ぐ
た
め
に
湾
曲
し
た
箇
所

に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
千
栗
堤
に
よ
っ

て
佐
賀
の
水
害
は
減
り
ま
し
た
が
、
福

岡
側
は
か
え
っ
て
ひ
ど
く
な
っ
た
そ
う

で
す
。

千
栗
と
書
い
て
な
ん
で
﹁
ち
り
く
﹂

と
い
う
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す

が
、
川
裏
に
杉
を
植
え
て
、
川
表
に
竹

を
植
え
、
堤
の
真
ん
中
に
粘
土
状
の

﹁
ハ
ガ
ネ
﹂
を
入
れ
ま
し
た
。

つ
く
ら
れ
て
か
ら
一
度
も
壊
れ
て
い

ま
せ
ん
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
堤
防
の

一
部
を
道
路
に
す
る
た
め
に
切
っ
た
の

で
す
が
、
そ
れ
以
降
、
切
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

杉
を
植
え
た
の
は
、
大
き
く
育
っ
て

掌
握
し
な
い
と
実
行
で
き
ま
せ
ん
。

戦
国
時
代
に
な
っ
て
技
術
が
急
速
に

高
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本

当
か
い
な
、
と
も
思
う
。
裂
田
の
溝
な

ん
か
を
見
る
と
４
世
紀
に
既
に
そ
れ
だ

け
の
技
術
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

先
日
、
対
馬
の
金
田

か

ね

た

の
城き

に
行
っ
て

き
た
ん
で
す
が
、
す
ご
い
石
積
み
で
す

よ
ね
。
戦
国
時
代
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

７
世
紀
ぐ
ら
い
に
こ
れ
だ
け
の
技
術
が

あ
っ
た
ん
で
す
よ
。

こ
う
い
う
歴
史
を
、
き
ち
ん
と
見
直

す
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

金
田
の
城

６
６
３
年
（
天
智
天
皇
２
）
の
白
村
江
（
は
く
す

き
の
え
）
の
戦
い
で
、
百
済
再
興
の
た
め
に
大
和
朝

廷
が
送
っ
た
援
軍
が
大
敗
。
そ
の
た
め
大
和
朝
廷
は
、

朝
鮮
半
島
か
ら
の
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
防
衛

の
た
め
に
の
ろ
し
台
や
防
人
（
さ
き
も
り
）
を
配
置

し
、
６
６
７
年
（
天
智
天
皇
６
）
に
美
津
島
町
箕
形

の
金
田
の
城
が
築
か
れ
た
。
朝
鮮
式
山
城
の
遺
構
が

よ
く
残
っ
て
い
て
、
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。

治
水
の
知
恵



組
み
な
ん
だ
け
ど
、
社
会
シ
ス
テ
ム
が

そ
れ
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
。

実
際
に
や
る
か
や
ら
な
い
か
は
と
も

か
く
、
こ
う
い
う
技
術
シ
ス
テ
ム
が
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、
技
術
発
想
が

乏
し
く
な
る
で
し
ょ
う
。
河
川
工
学
の

教
科
書
に
も
、
こ
の
よ
う
な
技
術
は
載

っ
て
い
ま
せ
ん
。

求
め
ら
れ
る
治
水
家
像
と
は

成
富
兵
庫
は
、
大
変
な
と
き
は
必
ず

現
場
に
行
っ
て
泊
ま
っ
て
い
ま
す
。
何

回
も
話
し
合
い
を
持
っ
て
い
る
し
。
も

う
、
合
意
形
成
の
親
分
。
日
本
の
封
建

時
代
に
は
、
何
で
も
か
ん
で
も
強
引
に

や
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
て
い
る
ん
だ
け

れ
ど
、
け
っ
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
く

て
、
き
ち
ん
と
積
み
上
げ
型
で
事
を
進

め
て
い
る
。

単
に
治
水
だ
け
を
や
っ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
租
税
の
問
題
も
や
っ
て
い

る
し
。
土
地
利
用
、
財
政
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
政
策
、
治
水
と
利
水
の
水
利
事
業
。

全
部
一
体
化
し
て
や
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
あ
る
意
味
、
総
合
行
政
を

や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
成
富
兵
庫

っ
て
、
副
知
事
み
た
い
な
人
だ
よ
ね
。

も
ち
ろ
ん
、
一
人
で
全
部
や
っ
た
の
で

は
な
く
、
相
当
優
秀
な
部
下
が
１
０
０

人
規
模
で
働
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
。

成
富
兵
庫
の
視
点
に
は
、
江
戸
時
代

が
持
っ
て
い
た
非
常
に
多
面
的
で
多
層

的
で
複
雑
な
仕
組
み
が
あ
る
。

だ
か
ら
治
水
の
こ
と
も
、
単
に
堤
防

と
い
っ
た
単
純
な
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、

複
雑
な
装
置
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す

よ
。装

置
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
け
ら

れ
た
名
前
や
言
葉
も
生
き
て
い
た
。
装

置
を
壊
し
て
な
く
し
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
は
、
言
葉
自
体
も
な
く
し
て
し
ま

う
こ
と
な
ん
で
す
。

太
宰
府
で
も
か
な
り
標
高
の
高
い
所

に
あ
る
集
落
で
聞
き
取
り
を
し
た
ん
だ

け
れ
ど
、
水
に
関
す
る
言
葉
に
水
道

み
ず
み
ち

と

い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
水
の
通
る
道

の
こ
と
で
は
な
く
、
茶
道
や
華
道
と
一

緒
で
水
の
使
い
方
の
作
法
の
こ
と
。

﹁
あ
の
人
は
水
道
に
外
れ
て
い
る
﹂
と

い
っ
た
使
い
方
を
す
る
ら
し
い
。
感
動

し
ま
し
た
。

こ
こ
に
も
洪
水
を
受
け
る
仕
組
み
が

あ
る
。
洪
水
に
な
る
と
、
た
く
さ
ん
の

水
が
用
水
路
に
流
れ
込
ま
な
い
よ
う
に
、

所
々
に
﹁
水
跳
ね
﹂
と
い
っ
て
大
き
な

石
を
入
れ
た
、
と
婆
ち
ゃ
ん
が
言
う
。

そ
う
す
る
だ
け
で
、
町
の
中
に
洪
水
が

入
っ
て
こ
な
い
そ
う
で
す
。

僕
が
武
雄
に
行
っ
て
取
り
組
ん
だ
大

き
な
仕
事
の
一
つ
に
ア
ザ
メ
の
瀬
が
あ

り
ま
す
。
ア
ザ
メ
の
瀬
は
、
昔
の
遊
水

地
と
ま
っ
た
く
同
じ
仕
組
み
な
ん
で
す
。

氾
濫
が
あ
れ
ば
、
生
き
物
が
還
っ
て

く
る
。
カ
エ
ル
だ
っ
て
、
た
く
さ
ん
卵

を
産
む
し
、
植
物
の
種
だ
っ
て
上
流
か

ら
流
れ
て
く
る
ん
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ

植
え
な
く
て
も
自
然
に
い
ろ
い
ろ
生
え

て
く
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
っ
て
還
っ

て
く
る
。

僕
は
成
富
兵
庫
の
こ
と
を
勉
強
し
て
、

こ
う
い
う
形
に
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。
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近
代
化
と
い
う
の
は
、
機
能
を
分
化

さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
治
水

と
利
水
を
分
け
た
。
そ
の
上
、
細
分
化

し
て
上
水
道
は
厚
労
省
、
農
業
用
水
は

農
水
省
、
工
業
用
水
は
経
産
省
、
下
水

道
は
下
水
道
部
に
。

今
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明

治
に
な
っ
て
近
代
化
が
進
ん
で
分
離
し

て
し
ま
っ
た
機
能
を
、
﹁
市
民
﹂
が
つ

な
い
で
多
面
的
に
す
る
こ
と
な
ん
で
す
。

じ
ゃ
あ
、
ど
う
す
る
の
か
。
行
政
に

依
存
し
て
や
っ
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て

い
た
っ
て
、
な
か
な
か
進
ま
な
い
。
み

ん
な
の
力
で
な
ん
と
か
し
よ
う
、
と
。

そ
う
い
う
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
る
。

た
だ
、
お
金
が
ど
う
だ
と
か
、
経
済

が
ど
う
だ
と
か
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
地

に
足
が
つ
い
た
国
土
管
理
を
や
ら
な
く

ち
ゃ
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

新
し
い
時
代
に
入
り
ま
し
た
。
低
炭

素
型
の
社
会
に
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
、

と
僕
は
思
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

国
土
再
編
が
必
須
な
ん
で
す
。

み
ん
な
の
中
に
入
っ
て
い
っ
て
、
地

域
を
ま
と
め
て
、
住
民
を
主
体
に
し
た

合
意
形
成
を
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う

な
成
富
兵
庫
茂
安
み
た
い
な
人
材
。
今
、

求
め
ら
れ
る
の
は
そ
う
い
う
人
材
で
す

よ
。

嘉
瀬
川

巨
勢
川

石井樋

多
布
施
川

多
布
施
川

市の江幹線水路

大溝都市下水路

市
の
江
幹
線
水
路

八
田
江

本
庄
江

本
庄
江

古江湖川

新
川

天
祐
寺
川

上碇川

地蔵川

十間堀川
松原川

裏十間堀
川

佐賀江川

供給河川
第 2次分水路
第 3次分水路
供給及び排水河川
排水河川

供給の流れ
排水の流れ

佐賀市内の用排水路
国土地理院基盤地図情報（縮尺レベル25000）「佐賀」を元に作図
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佐賀平野を養う水利用
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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
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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。
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柳
川
に
は
、
中
心
部
の
た
っ
た
２
d

四
方
に
60
d
も
の
水
路
が
、
東
西
11
d
、

南
北
12
d
の
柳
川
市
全
域
で
は
お
よ
そ

９
３
０
d
の
水
路
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て

い
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）
、

幹
線
水
路
以
外
を
埋
め
立
て
、
下
水
溝

に
す
る
と
い
う
計
画
が
浮
上
し
た
。

水
路
の
汚
染
が
進
み
、﹁
汚
い
﹂﹁
臭

い
﹂
﹁
蚊
が
大
発
生
﹂
と
い
う
事
態
に

ま
で
環
境
が
悪
化
。
当
時
の
古
賀
杉
夫

堀の記憶が成し遂げた、

柳川再生物語
『水の会』の18年の歩み

水郷で有名な福岡・柳川も、

存続の危機を経験しています。

多くの人の注目を集めた広松伝さんの活躍は、

土地の風土と歴史を振り返り、

掘割を市民の手に取り戻そうとしたこと

から始まりました。

水の会がその志を引き継いだ背景にある、

人と仕組みと地場の資産を探ります。

第25回 水の文化楽習実践取材

柳
川
掘
割
の
再
生
の
軌
跡
を
追
う
前

に
、
そ
も
そ
も
掘
割
が
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
、
少
し
探
っ
て
み
よ
う
。

水
は
け
っ
し
て
豊
か
で
な
い

私
た
ち
は
、
柳
川
を
つ
い
﹁
水
が
豊

か
な
地
域
﹂
と
思
い
が
ち
だ
が
、
実
は

真
水
を
得
に
く
い
地
理
的
条
件
が
あ
る
。

柳
川
は
、
筑
後
川
が
運
ん
だ
土
砂
で

つ
く
ら
れ
た
沖
積
平
野
。
最
大
６
c
の

干
満
の
差
が
あ
る
有
明
海
で
は
、
干
潮

時
に
は
大
き
な
干
潟
が
出
現
す
る
。
柳

川
に
限
ら
ず
、
河
口
付
近
の
平
野
の
耕

地
化
は
、
こ
う
し
た
干
潟
に
掘
割
を
切

っ
て
排
水
を
促
し
、
掘
り
上
げ
た
土
を

盛
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
。

よ
く
﹁
世
界
は
神
が
つ
く
っ
た
。
し

か
し
、
オ
ラ
ン
ダ
は
オ
ラ
ン
ダ
人
が
つ

く
っ
た
﹂
と
言
わ
れ
る
が
、
河
口
付
近

の
低
湿
地
を
人
力
で
耕
地
化
す
る
に
は
、

尋
常
で
な
い
努
力
が
必
要
。
ま
た
、
井

戸
を
掘
っ
て
も
真
水
が
得
ら
れ
な
い
か

ら
、
干
拓
地
は
水
源
に
乏
し
い
。
頼
れ

る
の
は
雨
水
と
川
水
で
あ
る
。

掘
割
は
、
土
地
の
水
は
け
の
た
め
に

つ
く
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
掘
り
上
げ
ら
れ

た
土
は
耕
地
や
住
宅
地
や
土
居
︵
堤
防
︶

に
利
用
さ
れ
、
さ
ら
に
真
水
を
蓄
え
る

﹁
溜
池
﹂
機
能
も
果
た
す
の
で
あ
る
。

堀
割
の
水
は
、
磯
鳥
堰

い
そ
ど
り
せ
き

と
い
う
防
潮

堤
の
上
流
で
取
水
し
て
い
る
の
で
潮
が

入
っ
て
い
な
い
。
干
潮
の
と
き
に
は
排

水
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

柳
川
市
長
は
、
こ
れ
以
上
の
維
持
管
理

は
不
可
能
と
判
断
し
た
。

﹁
水
郷
柳
川
﹂
を
訪
れ
た
観
光
客
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
手
紙
に
も
、
﹁
が
っ
か
り

し
た
﹂
﹁
汚
く
て
驚
い
た
﹂
と
い
う
文

字
が
並
ん
だ
。
そ
の
最
悪
の
状
況
か
ら
、

ど
ん
な
再
生
の
物
語
が
あ
っ
た
の
か
。

ゆ
っ
く
り
流
し
て

柳
川
で
は
、
上
水
道
が
で
き
る
ま
で

は
、
飲
料
水
も
掘
割
か
ら
得
て
い
た
。

一
晩
か
け
て
澄
切
っ
た
朝
一
番
の
水
を
、

大
き
な
水
瓶
に
汲
み
置
い
た
と
い
う
。

排
水
は
、
池
に
溜
め
て
沈
殿
さ
せ
て

か
ら
流
し
た
り
、
水
芋
を
植
え
て
水
を

浄
化
さ
せ
た
。
お
む
つ
を
洗
っ
た
汚
水

は
庭
に
掘
っ
た
﹁
タ
ン
ボ
﹂
と
呼
ぶ
穴

に
流
し
、
直
接
掘
割
に
流
す
こ
と
は
な

か
っ
た
そ
う
だ
。

今
、
水
道
水
は
筑
後
川
な
ど
か
ら
取

っ
て
い
る
。
ま
た
、
新
田
開
発
が
進
ん

で
足
り
な
く
な
っ
た
分
の
農
業
用
水
は
、

筑
後
川
導
水
引
い
て
き
て
い
る
と
い
う
。

柳
川
中
心
の
２
d
四
方
、
60
d
の
水

路
の
水
は
、
主
に
瀬
高
水
門
か
ら
入
っ

て
く
る
。
そ
の
水
は
、
沖
端
川
に
設
け

橋の下に見られるのが「もたせ」。掘割に何箇所もつくられたも
たせが、水の増加にも対応する。
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た
二
ツ
川
堰
か
ら
人
工
水
路
の
二
ツ
川

に
引
き
込
ん
だ
水
と
矢
部
川
か
ら
取
水

し
て
い
る
。
し
か
し
、
頼
り
に
す
べ
き

矢
部
川
は
総
延
長
60
d
の
小
河
川
で
、

実
に
１
万
６
０
０
０
ha
も
の
耕
地
を
ま

か
な
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

掘
割
で
は
水
は
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
る

が
、
大
切
な
水
を
い
っ
そ
う
長
く
滞
留

さ
せ
活
用
す
る
た
め
に
、
柳
川
の
人
た

ち
は
、
さ
ら
に
﹁
も
た
せ
﹂
と
い
う
工

夫
を
考
え
出
し
た
。

﹁
も
た
せ
﹂
を
俯
瞰
し
て
見
る
と
、
橋

が
架
か
っ
て
い
る
場
所
な
ど
で
は
、
堀

の
幅
が
狭
ま
っ
て
い
る
。
幅
が
狭
く
な

っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
手
前
で
水
は
い

っ
た
ん
、
滞
留
す
る
。
狭
い
所
を
流
れ

る
と
き
は
速
く
な
る
の
で
、
水
を
撹
拌

し
て
酸
素
を
取
り
込
む
作
用
も
あ
る
。

断
面
方
向
に
見
る
と
、
上
が
開
い
た

台
形
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

水
が
増
え
た
と
き
に
貯
留
で
き
る
水
量

が
、
少
な
い
と
き
よ
り
も
多
く
な
る
の

だ
。
こ
う
し
て
お
け
ば
、
満
潮
時
に
雨

が
降
っ
て
排
水
で
き
な
い
と
き
に
も
、

掘
割
に
貯
留
す
る
こ
と
で
氾
濫
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
氾
濫
し
て
も
、

じ
わ
じ
わ
あ
ふ
れ
る
だ
け
で
、
潮
が
引

く
と
き
に
、
掘
割
が
排
水
路
の
役
目
を

担
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
掘
割
に
は
、
少
な
い
水
を
有

効
に
利
用
す
る
利
水
機
能
と
、
水
勢
や

水
量
を
調
整
し
て
洪
水
を
防
ぐ
治
水
機

能
が
一
体
と
な
っ
た
、
非
常
に
賢
い
シ

ス
テ
ム
が
あ
る
の
で
あ
る
。

柳
川
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
掘
割
は

あ
っ
た
が
、
１
６
０
１
〜
１
６
０
９
年

（
慶
長
６
〜
14
）
に
城
主
を
務
め
た
田
中
吉

政
が
近
世
柳
川
の
基
礎
を
築
い
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。

田
中
吉
政

関
ヶ
原
の
合
戦
で
東
軍
と
し
て
戦
っ
た
吉
政
は
、

石
田
三
成
を
捕
縛
す
る
と
い
う
戦
功
も
あ
っ
て
、
筑

後
の
国
主
に
な
っ
た
。
郡
上
八
幡
や
岡
崎
の
水
利
も

や
っ
た
土
木
工
学
に
長
け
た
人
物
で
、
城
の
大
規
模

修
築
、
久
留
米
・
柳
川
往
還
の
整
備
、
慶
長
本
土
居

の
築
堤
な
ど
大
き
な
功
績
を
残
し
て
い
る
。

水
落
し

ゆ
っ
く
り
流
れ
る
と
弊
害
も
あ
る
。

滞
留
し
た
水
が
澱
ん
で
水
草
が
繁
茂
し

た
り
、
塵
芥

じ
ん
か
い

︵
ヘ
ド
ロ
︶
が
溜
ま
っ
て

水
質
が
悪
化
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
解
消
方
法
と
し
て
、
城
濠
堰

し
ろ
ほ
り
せ
き

を

閉
め
切
り
沖
端
の
二
丁
井
樋
を
開
放
し
、

掘
割
を
空
に
し
て
掃
除
を
す
る
。
一
般

に
堀
干
し
と
い
わ
れ
る
こ
う
し
た
行
事

を
、
旧
・
城
下
町
の
城
濠
で
は
特
に
水

落
し
と
呼
ん
だ
。

単
に
掃
除
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

水
を
落
と
し
た
掘
割
で
、
魚
を
捕
る
こ

と
も
大
き
な
楽
し
み
だ
っ
た
。
明
治
の

末
ま
で
は
、
城
内
に
あ
る
日
吉
神
社
の

秋
季
祭
礼
の
前
に
行
な
っ
て
い
た
。
捕

っ
た
魚
で
酒
宴
を
催
す
こ
と
が
恒
例
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

現
在
は
、
有
明
海
の
海
苔
養
殖
へ
の

影
響
を
配
慮
し
て
、
２
月
中
旬
ご
ろ
に

10
日
間
ほ
ど
行
な
わ
れ
て
い
る
。

あ
る
市
職
員
の
挑
戦

こ
ん
な
に
も
豊
か
な
水
の
仕
組
み
を

持
っ
て
い
た
柳
川
も
、
高
度
経
済
成
長

期
に
は
ご
他
聞
に
漏
れ
ず
、
掘
割
存
続

の
危
機
を
迎
え
て
い
た
。

上
水
道
敷
設
に
よ
っ
て
飲
み
水
と
し

て
使
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
水
を
大

切
に
す
る
心
を
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
。

加
え
て
、
合
成
洗
剤
の
使
用
、
油
分
の

多
い
食
生
活
へ
の
嗜
好
が
、
掘
割
の
水

の
汚
れ
に
拍
車
を
か
け
た
。

利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
水
は
汚
れ
、

汚
れ
た
水
に
は
親
し
み
が
消
え
て
、
い

つ
し
か
水
路
は
ゴ
ミ
捨
て
場
と
な
っ
た
。

ビ
ニ
ー
ル
や
缶
な
ど
自
然
に
戻
ら
な
い

ゴ
ミ
も
ど
ん
ど
ん
水
路
に
捨
て
ら
れ
た
。

元
・
柳
川
市
長
の
古
賀
杉
夫
さ
ん
は
、

汚
れ
切
っ
て
悪
臭
を
放
ち
、
機
能
を
終

え
た
よ
う
に
見
え
る
掘
割
を
、
幹
線
水

路
以
外
は
埋
め
立
て
て
下
水
溝
を
つ
く

日吉神社の水辺デッキ。掘割に子供たちが遊ぶ姿が
戻ってきた。（写真提供／水の会）
右：有明海の珍しい魚介類が並ぶ、魚屋の店先。

漁師町である沖端の矢留大神宮。沖端の起源は、平家の落武者6人が
馬に乗って住み着いたところからとされ、「ロッキ（六騎）の町」と
も呼ばれる。掘割に面した階段は、禊ぎ（みそぎ）のために用いら
れるので、門の両袖には脱いだ着衣をおく場所が設けられている。
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長
期
に
、
多
く
の
都
市
は
そ
う
判
断
し

て
、
掘
割
や
川
に
フ
タ
を
し
た
り
埋
め

た
り
し
て
し
ま
っ
た
が
、
広
松
さ
ん
は
、

柳
川
な
ら
で
は
の
掘
割
機
能
を
主
張
。

そ
れ
は
、
地
盤
の
維
持
で
あ
り
、
洪
水

時
の
排
水
路
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。

﹁
水
路
を
埋
め
れ
ば
柳
川
は
沈
没
し
て

し
ま
う
﹂
と
言
っ
て
、
広
松
さ
ん
は
住

民
に
呼
び
か
け
を
し
た
。
柳
川
は
水
分

70
％
の
ガ
タ
と
呼
ば
れ
る
細
か
い
粒
子

の
土
壌
が
、
５
〜
18
c
も
堆
積
し
た
上

に
載
っ
て
い
る
。
地
盤
を
掘
れ
ば
豆
腐

の
よ
う
な
軟
弱
地
盤
な
の
だ
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で

覆
っ
て
水
が
浸
透
し
な
く
な
っ
て
い
る

上
に
、
地
下
水
を
汲
み
上
げ
た
ら
柳
川

は
地
盤
沈
下
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
、
単
な
る
誇
張
で
は
な
い
。

実
際
、
農
業
用
水
を
溜
池
利
用
な
ど
か

ら
地
下
水
汲
み
上
げ
に
切
り
換
え
た
地

域
で
、
２
c
も
の
地
盤
沈
下
で
苦
し
ん

で
い
る
所
が
あ
る
と
い
う
。

る
こ
と
で
、
市
民
の
環
境
改
善
を
図
る

し
か
な
い
と
判
断
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
国
か
ら
６
割
の
援
助
を

取
り
つ
け
て
、
20
億
円
に
上
る
工
事
計

画
が
決
ま
っ
た
矢
先
に
、
都
市
下
水
路

係
長
だ
っ
た
広
松

ひ
ろ
ま
つ

伝
つ
た
え

さ
ん
が
﹁
待
っ

た
﹂
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

広
松
さ
ん
は
、
以
前
の
担
当
が
上
水

の
仕
事
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
川
と
土
地

と
の
関
係
を
熱
心
に
調
べ
て
理
解
し
よ

う
と
努
め
て
き
た
人
だ
。
広
松
さ
ん
の

熱
心
な
説
得
に
、
古
賀
市
長
が
出
し
た

条
件
は
、
６
カ
月
の
猶
予
を
与
え
る
か

ら
、
実
現
性
の
高
い
代
替
案
を
作
成
せ

よ
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

い
っ
た
ん
決
ま
っ
た
計
画
の
見
直
し

が
、
い
か
に
大
変
な
こ
と
か
は
、
想
像

に
難
く
な
い
。
今
で
こ
そ
、
ダ
ム
計
画

の
白
紙
撤
回
と
い
っ
た
画
期
的
な
計
画

見
直
し
が
実
現
し
て
い
る
が
、
１
９
７

０
年
代
後
半
（
昭
和
50
年
代
）
に
は
考
え

ら
れ
な
い
英
断
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
に
は
、
古
賀
市
長
の
﹁
昔
に
返
せ

る
も
の
な
ら
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は

な
い
﹂
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

あ
ち
こ
ち
の
現
地
に
足
を
運
び
、
デ

ー
タ
を
集
め
る
以
外
に
も
、
住
民
を
説

得
し
て
同
意
を
得
る
と
い
う
役
目
を
一

人
で
負
っ
た
広
松
さ
ん
。
人
を
説
得
す

る
た
め
に
勉
強
を
始
め
、
こ
の
こ
と
が

掘
割
を
歴
史
の
側
面
、
科
学
の
側
面
か

ら
総
合
的
に
検
証
す
る
、
初
め
て
の
研

究
と
な
っ
た
。

水
に
浮
か
ぶ
柳
川

飲
み
水
は
上
水
道
。
だ
か
ら
、
掘
割

は
そ
の
機
能
を
終
え
た
。
高
度
経
済
成

モノクロ写真は、柳川に大きな被害をもたらした1953年（昭和28）水害のときの様子。地図や標
高差を見ると、柳川が沖端川の河口部にできた干潟から、徐々に陸地になったことがよくわかる。
国土地理院の基盤地図情報（縮尺レベル25000）「福岡」を元に作図　下図：柳川あめんぼセンター『水の資料館』展示パ

ネルより作図

国土地理院の基盤地図情報（縮尺レベル25000）「福岡」を元に作図

３
　
維
持
管
理
体
制
を
つ
く
り
、
市
民

参
加
の
清
掃
を
復
活
す
る
。

広
松
さ
ん
を
は
じ
め
、
市
職
員
が
率

先
し
て
清
掃
を
行
な
う
姿
に
、
美
し
か

っ
た
掘
割
の
記
憶
を
持
つ
人
た
ち
が
共

感
し
た
。

当
時
広
松
さ
ん
は
、
水
路
が
１
本
き

れ
い
に
な
っ
て
流
れ
が
戻
っ
た
ら
活
動

が
加
速
し
た
、
と
語
っ
て
い
る
。
水
路

上
に
つ
く
ら
れ
た
不
法
構
築
物
を
自
主

的
に
撤
去
し
た
り
、
最
初
は
頭
を
悩
ま

せ
た
ヘ
ド
ロ
の
捨
て
場
を
提
供
し
て
く

れ
る
人
も
現
れ
る
。
結
果
的
に
２
倍
の

ス
ピ
ー
ド
で
目
標
が
達
せ
ら
れ
、
費
用

は
下
水
路
計
画
の
５
分
の
１
で
済
ん
だ
。

１
９
８
９
年
（
平
成
元
）
、
第
５
回
全

国
水
郷
水
都
全
国
会
議
が
柳
川
市
で
開

催
さ
れ
る
。
こ
の
成
果
を
受
け
て
、

﹁
水
の
会
﹂
発
足
に
向
け
た
活
動
が
始

ま
っ
た
。
２
年
後
の
１
９
９
１
年
（
平
成

３
）
、
水
の
日
で
あ
る
８
月
１
日
に
﹁
水

の
会
﹂
が
発
足
。

柳
川
に
水
を
供
給
す
る
沖
端
川
の
上

流
に
、
矢
部
川
源
流
の
山
村
、
矢
部
村

が
あ
る
。
こ
の
村
の
子
供
た
ち
と
の
交

流
も
始
ま
る
。

掘
割
は
ク
リ
ー
ク
で
は
な
い

掘
割
は
、
川
で
も
あ
り
池
で
も
あ
る
。

英
語
の
ク
リ
ー
ク
︵c

re
e
k

︶
と
は
違

う
、
と
水
の
会
の
立
花
民
雄
会
長
（
柳
川

城
主
立
花
氏
の
子
孫
。
柳
川
市
観
光
協
会
会
長
）

水
の
会
、
始
ま
る

広
松
さ
ん
は
掘
割
再
生
を
期

し
た
﹁
河
川
浄
化
計
画
﹂
で
３

つ
の
実
施
計
画
を
決
め
た
。

１
　
浚
渫
に
よ
っ
て
水
路
を
復

元
し
、
流
水
を
確
保
す
る
。

２
　
排
水
規
制
を
強
め
、
浄
化

施
設
を
増
や
し
汚
水
の
流

入
を
抑
え
る
。
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こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
の
だ
。

少
な
い
水
を
使
い
回
す

下
水
問
題
も
難
し
い
要
因
を
含
ん
で

い
る
が
、
要
は
水
量
が
足
り
な
い
こ
と

が
一
番
の
原
因
で
あ
る
。
水
量
が
充
分

に
あ
っ
て
流
れ
が
そ
れ
な
り
に
あ
れ
ば
、

き
れ
い
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

水
の
会
と
連
携
を
取
っ
て
い
る
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
有
明
海
理
事
長
の
工
藤
徹
さ

ん
は
、
川
下
り
の
舟
会
社
の
経
営
者
で

も
あ
る
。
工
藤
さ
ん
は

﹁
堰
の
管
理
は
︵
取
水
口
も
排
水
口
も
︶

農
業
委
員
さ
ん
の
役
目
。
他
の
人
間
は

触
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
近
年
つ

く
ら
れ
た
農
業
用
水
路
は
コ
ン
ク
リ
ー

ト
三
面
張
り
で
真
っ
直
ぐ
。
水
が
す
ぐ

に
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
。
掘
割
が
︿
も

た
せ
﹀
で
ゆ
っ
く
り
流
し
た
の
と
は
正

反
対
で
す
。
で
す
か
ら
、
水
が
す
ぐ
に

足
り
な
く
な
っ
て
、
柳
川
の
下
流
の
耕

地
に
流
す
た
め
に
掘
割
の
水
位
が
低
く

な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
﹂

と
言
う
。
川
舟
は
掘
割
に
水
が
な
け

れ
ば
営
業
で
き
な
い
。
観
光
で
頑
張
っ

て
い
る
柳
川
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
手
痛

い
打
撃
と
な
る
。

工
藤
さ
ん
は
、
田
中
吉
政
没
後
４
０

０
年
に
当
た
る
今
年
、
掘
割
の
持
つ
意

味
を
問
い
直
そ
う
と
働
き
か
け
て
い
る
。

平
野
さ
ん
も
水
が
循
環
し
て
い
る
も

の
だ
と
い
う
思
い
を
取
り
戻
し
た
い
、

と
言
う
。

は
い
つ
も
言
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
ク
リ

ー
ク
は
、
米
語
で
は
小
川
、
英
語
で
は

小
さ
な
入
り
江
の
こ
と
を
指
す
か
ら
、

自
然
に
で
き
た
潮
が
上
が
っ
て
く
る
水

路
を
い
う
の
だ
そ
う
だ
。
だ
か
ら
、
こ

こ
で
い
う
と
沖
端
川
や
塩
塚
川
は
、
ク

リ
ー
ク
で
あ
る
。

掘
割
は
自
然
な
地
形
を
利
用
し
て
い

る
が
、
人
工
的
な
手
が
入
っ
て
い
る
か

ら
正
確
に
は
キ
ャ
ナ
ル
︵c

a
n
a
l

︶。

立
花
会
長
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
最
初

に
言
い
出
し
た
の
は
北
原
白
秋
（
柳
川
出

身
の
文
学
者
）
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。

今
で
は
そ
の
誤
用
が
す
っ
か
り
定
着
し

て
し
ま
っ
た
。

掘
割
と
の
新
し
い
つ
き
合
い
方

毎
年
恒
例
と
な
っ
た
、
潮
干
狩
り
の

日
の
午
前
中
、
水
の
会
幹
事
の
堤
弘
崇

さ
ん
と
平
野
幸
二
さ
ん
が
、
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

ど
の
家
も
掘
割
に
面
し
て
い
る
の
で
、

水
汲
み
場
が
あ
り
、
﹁
水
く
ん
場
﹂
と

呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
て
き
た
。

今
年
50
歳
に
な
る
平
野
さ
ん
は
、

﹁
飲
ん
だ
経
験
が
あ
る
の
は
、
爺
ち
ゃ

ん
婆
ち
ゃ
ん
世
代
。
僕
は
飲
ん
で
は
い

な
い
け
れ
ど
、
茶
碗
を
堀
で
洗
っ
た
経

験
が
あ
る
﹂

掘
割
の
水
が
急
速
に
汚
く
な
っ
た
の

は
、
上
水
道
が
敷
設
さ
れ
て
か
ら
。
小

学
校
に
プ
ー
ル
が
で
き
た
こ
と
も
、
そ

れ
を
加
速
し
た
。

実
は
、
水
が
汚
れ
て
い
た
時
代
に
も

市
が
予
算
を
取
っ
て
管
理
し
て
い
た
の

だ
が
、
い
っ
た
ん
は
き
れ
い
に
な
っ
て

も
、
す
ぐ
に
ま
た
汚
れ
て
し
ま
う
。

昔
は
、
さ
ら
っ
た
泥
は
農
地
の
大
事

な
客
土
だ
っ
た
し
、
掘
割
は
舟
運
に
も

活
用
さ
れ
て
い
た
。
観
光
の
川
下
り
だ

け
で
は
な
く
、
交
通
手
段
と
し
て
機
能

し
て
い
た
。
住
人
が
掘
割
と
そ
ん
な
深

い
つ
き
あ
い
を
し
て
い
な
い
今
、
維
持

し
て
い
く
の
は
容
易
で
は
な
い
。

下
水
道
が
敷
設
さ
れ
た
現
在
も
、
掘

割
の
水
が
汚
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
、
下
水
幹
線
か
ら
の
引
き
込

み
部
分
が
個
人
負
担
で
、
利
用
し
て
い

な
い
人
も
多
い
か
ら
だ
。
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
罰
則
規
定
は
な
い
。

﹁
昔
の
よ
う
に
は
利
用
し
て
い
な
い
の

で
、
き
れ
い
に
す
る
と
い
っ
て
も
限
界

が
あ
る
。
結
局
、
掘
割
と
向
き
合
う
た

め
に
は
、
良
い
こ
と
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
。

煩
わ
し
さ
も
あ
る
ん
で
す
﹂

新
し
い
掘
割
と
の
付
き
合
い
方
に
ど

ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
は
、
ま
だ
き
ち

ん
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

水
の
会
で
は
﹁
と
に
か
く
掘
割
で
遊

ぼ
う
﹂
﹁
ま
ず
は
掘
割
を
楽
し
も
う
﹂

と
、
８
月
初
旬
に
﹁
水
郷
柳
川
の
水
の

祭
典
実
行
委
員
会
﹂
が
行
な
っ
て
い
る

﹁
ス
イ
！

水
！

す
い
！
﹂
に
協
力
し
て

い
る
。

今
の
小
学
生
の
親
世
代
は
、
堀
が
汚

か
っ
た
と
き
に
子
供
だ
っ
た
人
た
ち
。

だ
か
ら
遊
ん
だ
経
験
も
な
い
し
、
危
な

い
、
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
た

ち
に
、
掘
割
の
魅
力
を
知
っ
て
も
ら
う

上：昭和の初期には、掘割と暮らしは密接にかかわっていた。
（あめんぼセンター所蔵パネル。42pも）

下：かかわりが薄くなって、ゴミ捨て場と化した掘割。広松さん
と市職員の熱意に、住民たちも引き込まれていった。話し合いの
席の右端にいるのが、広松さん。下段左は、「堀と人をつなぐ日」
で行なった堀掃除。（写真提供：水の会）



﹁
我
々
は
蛇
口
を
捻
れ
ば
き
れ
い
な
水

道
水
が
出
る
の
を
、
当
た
り
前
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
す
べ
て
お
金
に

換
算
し
て
し
ま
う
。
お
金
と
い
う
代
償

に
置
き
換
え
て
し
ま
っ
て
、
ど
こ
か
ら

ど
の
よ
う
に
し
て
き
た
水
か
、
ど
こ
へ

行
く
水
か
と
い
う
本
質
を
見
な
い
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
水
が
蛇
口
の

中
や
、
配
水
管
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
す
ね
。

今
み
た
い
に
、
塩
ビ
管
か
ら
ド
ー
っ

と
流
す
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
昔
は
、
使
う

水
も
使
っ
た
水
も
目
に
見
え
た
。
水
汲

み
が
朝
一
番
の
仕
事
だ
っ
た
し
、
使
っ

た
水
も
、
そ
の
ま
ま
流
さ
な
い
で
浄
化

す
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ

う
い
う
水
の
循
環
と
い
う
の
が
で
き
て

い
た
ん
で
す
ね
。
今
思
う
と
、
最
先
端

の
サ
イ
エ
ン
ス
で
す
よ
ね
。

柳
川
の
場
合
、
水
量
が
少
な
い
か
ら

一
巡
し
た
水
を
、
ま
た
戻
し
て
使
っ
て

い
る
。
汚
れ
た
水
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は

自
分
た
ち
が
使
っ
た
結
果
で
す
か
ら
﹂

掘
割
と
暮
ら
し
を
結
び
つ
け
る

掘
割
の
上
に
道
路
が
で
き
て
、
商
店

44

街
の
駐
車
場
に
な
っ
て
い
る
殺
風
景
な

場
所
が
、
実
は
城
の
玄
関
口
。
辻
門
が

あ
っ
た
所
で
あ
る
。
城
内
に
入
る
と
き

は
、
こ
こ
で
審
査
を
受
け
て
入
る
か
ら

時
間
が
か
か
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
辺

り
に
御
客
屋
が
で
き
て
、
大
層
繁
盛
し

て
い
た
そ
う
だ
。

﹁
今
は
何
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
辻
門
の

堀
を
開
け
よ
う
と
い
う
運
動
も
あ
り
ま

す
が
、
開
け
る
の
は
で
き
て
も
、
ど
う

活
用
す
る
か
ま
で
考
え
な
く
て
は
続
き

ま
せ
ん
か
ら
﹂

と
平
野
さ
ん
。

﹁
観
光
客
は
柳
川
駅
の
そ
ば
で
舟
に
乗

っ
た
ら
、
そ
の
ま
ま
御
花

お
は
な

（
柳
河
藩
三
代
藩

主
立
花
鏡
虎
が
城
の
西
南
に
築
い
た
休
息
用
の
屋

敷
）
ま
で
行
っ
て
、
川
下
り
と
ウ
ナ
ギ

だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。
観
光
客
は
、
年
間
約
１
２
０
万

人
、
し
か
し
宿
泊
す
る
の
は
全
体
の
約

５
％
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。

柳
川
は
、
掘
割
が
残
っ
た
か
ら
江
戸

時
代
の
古
い
町
並
み
も
残
っ
た
。
古
地

図
と
現
在
と
で
、
あ
ん
ま
り
変
わ
っ
て

い
な
い
ん
で
す
よ
。
道
も
狭
い
し
、
見

通
し
も
悪
い
。
そ
れ
は
、
城
攻
め
が
し

に
く
い
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
か
ら
。

昔
は
堀
も
幅
が
25
c
ぐ
ら
い
あ
っ
た
場

所
も
あ
り
ま
す
。
弓
で
射
っ
て
も
届
か

な
い
距
離
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
き
な
お
寺
さ
ん
が
多
い
の
は
、
兵

隊
を
隠
し
て
お
く
た
め
だ
っ
た
ん
で
す
。

城
の
増
築
が
な
か
な
か
で
き
な
く
な
っ

た
時
代
に
、
お
寺
は
つ
く
る
こ
と
が
許

さ
れ
た
。
だ
か
ら
路
地
裏
を
歩
い
て
も

ら
え
れ
ば
、
柳
川
の
歴
史
を
も
っ
と
身

近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
ん
で
す
﹂

と
堤
さ
ん
は
、
柳
川
の
歴
史
を
知
っ

て
隠
れ
た
魅
力
を
再
発
見
し
て
ほ
し
い

と
言
う
。

広
松
さ
ん
か
ら
の
バ
ト
ン
を

２
０
０
２
年
（
平
成
14
）、
広
松
さ
ん
は

64
歳
で
急
逝
し
て
し
ま
う
。
牽
引
役
を

失
っ
た
水
の
会
は
、
こ
こ
か
ら
第
二
の

ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。

堤
さ
ん
が
水
の
会
に
入
っ
た
の
は
、

広
松
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

﹁
学
生
時
代
に
東
京
に
住
ん
で
い
て
、

全
国
水
環
境
交
流
会
の
事
務
局
を
手
伝

っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の
ご
縁
で
、
広

松
さ
ん
の
偲
ぶ
会
を
や
る
、
と
い
う
お

知
ら
せ
が
き
た
。
地
元
に
帰
っ
て
き
て

い
た
の
で
、
友
人
に
誘
わ
れ
て
参
加
し

ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
隣
に
座
っ
た
の

が
、
の
ち
に
事
務
局
長
に
な
る
松
石
め

い
子
さ
ん
。
カ
ッ
パ
に
引
き
込
ま
れ
る

み
た
い
に
、
引
っ
張
り
込
ま
れ
た
﹂

平
野
さ
ん
は
古
参
の
メ
ン
バ
ー
だ
。

﹁
福
岡
市
の
隣
の
糸
島
で
勤
務
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
低
農
薬
農
業
と

か
環
境
問
題
に
取
り
組
ま
れ
て
い
た
宇

根
さ
ん
と
い
う
方
が
、
広
松
さ
ん
を
糸

島
に
呼
ば
れ
た
ん
で
す
よ
。
１
９
９
３

年
（
平
成
５
）
ぐ
ら
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う

か
。
私
も
柳
川
出
身
。
講
演
を
聞
い
て

改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

市立図書館に併設されたあめんぼセンターには、柳川の掘割の歴史を説明した展示が行なわれている。あめんぼセ
ンター北側の掘は、水の会が掘り掃除とともに黄色い菖蒲を植えているそうだ。
下右から：「水の会」の幹事の堤弘崇さん、平野幸二さん。在りし日の松石めい子さん。（写真提供：水の会）



転
勤
で
柳
川
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
は
、

広
松
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
活
動
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
浄
化
槽
の
普
及
を

進
め
た
り
、
一
時
は
﹁
ゴ
ミ
の
会
﹂
み

た
い
に
、
ゴ
ミ
の
勉
強
会
も
し
ま
し
た
。

最
初
は
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
広
松
さ
ん

が
、
全
国
で
講
演
を
さ
れ
て
。
堀
割
の

再
生
が
、
非
常
に
大
き
な
功
績
と
し
て

い
ろ
い
ろ
な
所
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

っ
た
、
と
い
う
形
で
し
た
。

広
松
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
、
ど
う

し
よ
う
か
と
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
、

御
花
の
立
花
民
雄
さ
ん
に
会
長
を
お
願

い
し
た
。
や
は
り
、
我
々
は
広
松
さ
ん

の
意
思
を
受
け
継
い
で
い
こ
う
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
﹂

そ
の
と
き
は
、
名
簿
自
体
が
な
か
っ

た
か
ら
会
員
数
も
定
か
で
は
な
か
っ
た
。

水
の
会
の
再
ス
タ
ー
ト
は
、
名
簿
を
つ

く
り
直
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。

し
か
し
、
事
務
局
長
を
引
き
受
け
て

く
れ
た
松
石
さ
ん
も
２
０
０
６
年
（
平
成

18
）
に
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
う
。
広
松

さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
、
松
石
さ
ん
が
活

動
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
４
年
ほ
ど
。
で

も
、
会
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
仕
組

み
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
の
は
、
松
石
さ

ん
だ
っ
た
。

と
に
か
く
あ
っ
ち
こ
っ
ち
の
交
流
会

や
勉
強
会
に
参
加
し
、
他
団
体
や
研
究

者
な
ど
と
交
流
し
た
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

づ
く
り
に
、
松
石
さ
ん
の
行
動
力
が
発

揮
さ
れ
た
。
堤
さ
ん
は
言
う
。

﹁
島
谷
幸
宏
先
生
を
活
動
に
引
き
込
ん

だ
り
、
全
国
都
市
再
生
ま
ち
づ
く
り
会

議
の
関
連
行
事
、
日
仏
景
観
会
議
、
水

も
り
自
慢
大
会
な
ど
を
柳
川
で
開
催
し

て
、
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
り
と
、
松

石
さ
ん
の
功
績
は
大
き
い
で
す
﹂

45 堀の記憶が成し遂げた、柳川再生物語

の
原
点
に
あ
る
の
が
広
松
さ
ん
な
ん
で

す
。
広
松
さ
ん
は
２
年
間
で
百
数
十
回

も
地
元
の
人
と
根
気
よ
く
話
し
合
っ
て

き
た
。
あ
れ
を
や
ら
な
い
と
、
か
つ
て

行
政
任
せ
に
し
て
い
た
と
き
の
よ
う
に
、

掃
除
を
し
て
も
す
ぐ
に
汚
れ
て
し
ま
う

で
し
ょ
う
﹂

柳
川
で
は
﹃
ゆ
っ
く
り
﹄
の
こ
と
を
、

﹃
ジ
ワ
ー
ッ
と
﹄
と
言
う
。
水
も
自
然

も
、
す
ぐ
に
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い

も
の
。
だ
か
ら
水
の
会
は
、
せ
っ
か
ち

に
な
ら
ず
に
ジ
ワ
ー
ッ
と
や
っ
て
い
け

た
ら
、
と
考
え
て
い
る
。

﹁
ま
ち
づ
く
り
﹂
に
は
﹁
未
来
予
想
図
﹂

の
よ
う
な
夢
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
に

掘
割
が
あ
る
。
観
光
も
﹁
ま
ち
づ
く
り
﹂

に
と
っ
て
大
切
な
も
の
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
で
は
地
元
の
住
民
が
か
か
わ
れ

る
部
分
が
少
な
す
ぎ
る
気
が
す
る
。
掘

割
と
の
つ
き
あ
い
が
、
も
っ
と
暮
ら
し

に
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
に
な
っ
た
ら
、

水
へ
の
関
心
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
。

か
つ
て
広
松
さ
ん
の
熱
意
に
賛
同
し

た
人
た
ち
に
は
、
掘
割
の
楽
し
い
思
い

出
が
あ
っ
た
。
今
は
、
先
に
立
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
煩
わ
し
さ
を
乗
り
越
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

人
と
掘
割
と
の
関
係
を
、
き
ち
っ
と

築
い
て
い
く
こ
と
が
、
水
の
会
の
目
指

す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
は
会
員
全
体
で
50
人
ぐ
ら
い
。
５

月
第
４
土
曜
日
を
﹁
堀
と
人
を
つ
な
ぐ

日
﹂
と
決
め
て
、
町
内
会
の
掘
掃
除
を

手
伝
っ
て
い
る
。
堀
さ
ら
い
ま
で
は
し

な
い
が
、
護
岸
の
草
刈
り
、
黄
菖
蒲
の

植
栽
と
、
美
観
に
一
役
買
っ
て
い
る
。

﹁
堀
掃
除
も
５
回
目
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
掃
除
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
終
わ

っ
て
か
ら
交
流
会
を
や
っ
た
ん
で
す
。

そ
こ
で
初
め
て
、
掘
割
を
こ
れ
か
ら
ど

う
す
る
か
と
か
、
辻
門
の
暗
渠
を
開
け

た
ら
ど
う
か
、
と
い
っ
た
話
を
し
ま
し

た
。
も
っ
と
無
関
心
か
な
あ
、
と
思
っ

て
い
た
ん
で
す
が
、
﹃
こ
う
い
っ
た
こ

と
は
大
事
な
こ
と
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら

も
協
力
し
た
い
﹄
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ

た
ん
で
す
よ
﹂

と
平
野
さ
ん
。

最
近
取
り
組
み
始
め
た
水
の
浄
化
も
、

水
の
会
だ
け
で
や
っ
た
ら
広
が
り
が
な

い
。
や
は
り
、
も
っ
と
多
く
の
人
と
一

緒
に
や
り
た
い
。
そ
し
て
次
の
ス
テ
ッ

プ
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
の
人
と

や
る
よ
う
に
し
た
い
。
そ
こ
に
は
、
行

政
も
巻
き
込
ん
で
。

﹁
住
む
人
と
掘
割
と
の
、
今
の
時
代
に

合
っ
た
新
し
い
関
係
を
み
つ
け
て
掘
割

を
活
用
し
な
い
と
、
だ
ん
だ
ん
マ
ン
ネ

リ
化
し
て
き
て
、
せ
っ
か
く
き
れ
い
に

な
っ
た
の
に
ま
た
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
。

多
く
の
人
と
一
緒
に
や
る
の
は
、
結

構
大
変
で
、
自
分
た
ち
だ
け
で
し
た
ほ

う
が
、
よ
っ
ぱ
ど
簡
単
だ
け
れ
ど
、
そ

上：柳がそよぐ、広い堀幅の幹線水路。
左：今は稀少価値になった「水くん場」。
下：5月の沖端水天宮の祭につくられ
る、舟舞台の模型。6艘の船をつなぎ、
松葉で化粧を施される。6艘は六騎か
ら。舞台での出し物は、現在子供たち
によって演じられている。

下：課題は、まだある。駐車場や暗渠
となってしまった掘割の復活だ。自動
車中心の暮らしが堀を道路や駐車場に
してしまった。左下は、かつての辻門
につくられた商店街の駐車場。
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二
宮
金
次
郎
（
尊
徳
）
は
、
１
７
８
７
年

（
天
明
７
）
酒
匂
川
下
流
域
の
小
田
原
市
栢

山
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
彼
は
少
年
時
代
、

酒
匂
川
の
水
害
に
遭
遇
し
、
一
家
の
財
産

田
畑
を
失
っ
た
。
病
父
に
代
わ
っ
て
堤
防

工
事
に
出
て
い
る
が
、
子
ど
も
た
め
に
力

仕
事
は
一
人
前
に
で
き
な
く
、
作
業
人
の

草
鞋
を
夜
な
べ
で
つ
く
っ
た
。
12
歳
の
と

き
、
松
苗
を
売
っ
て
い
る
商
人
か
ら
残
っ

た
苗
を
買
い
、
堤
防
補
強
の
た
め
松
苗
を

植
え
︵
尊
徳
松
︶
、
ま
た
堤
防
に
来
て
は

蛇
籠
な
ど
を
つ
く
り
、
あ
ま
り
に
も
頻
繁

に
堤
防
に
い
る
こ
と
か
ら
﹁
土
手
ぼ
う
ず
﹂

の
渾
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
こ

と
は
、
経
済
調
査
会
編
・
発
行
﹃
ふ
る
さ

と
土
木
史
﹄（
１
９
９
０
）
の
酒
匂
川
治
水

史
に
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
河
川
は
急
峻
で
あ

り
、
気
象
的
に
は
、
梅
雨
時
と
台
風
時
に

は
特
に
大
雨
と
な
り
、
昔
か
ら
水
害
は
い

た
る
と
こ
ろ
で
起
こ
り
、
人
的
、
物
的
な

被
害
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
そ
の
災
害
は
今

で
も
続
い
て
い
る
。
河
川
を
治
め
る
方
法

は
、
時
間
的
、
空
間
的
、
地
域
的
に
い
か

に
し
て
水
を
制
御
す
る
か
に
か
か
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
河
川
改
修
、
水
制
の
施
工
、

堤
防
の
強
化
、
捷
水
路
、
放
水
路
、
分
水

路
、
霞
堤
、
遊
水
地
の
設
置
、
そ
し
て
ダ

水の文化書誌23

《利水あっての治水か》

ム
の
築
造
な
ど
の
手
段
が
と
ら
れ
て
き
た
。

亀
田
隆
之
著
﹃
日
本
古
代
治
水
史
の
研

究
﹄（
吉
川
弘
文
館
２
０
０
０
）
に
よ
れ
ば
、

治
水
と
は
﹁
ひ
と
び
と
の
日
常
生
活
の
上

に
及
ぼ
す
水
の
害
を
防
ぎ
、
ま
た
灌
漑
用

水
な
ど
に
有
効
に
利
用
す
る
た
め
、
河
川

や
池
沼
の
整
備
・
保
全
に
当
た
る
こ
と
を

い
う
﹂
と
定
義
す
る
。

そ
の
治
水
の
目
的
、
方
法
な
ど
は
、

国
々
の
時
代
、
風
土
的
条
件
、
生
産
条
件

ま
た
は
政
治
権
力
者
と
の
関
連
な
ど
に
よ

っ
て
当
然
異
な
っ
て
く
る
、
と
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
日
本
の
場
合
は
、
水
稲
耕
作
の
流

入
以
後
、
そ
れ
を
農
業
生
産
の
中
心
に
置

く
社
会
と
な
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
、
治

水
の
問
題
は
農
業
生
産
と
結
び
つ
き
、
そ

の
た
め
に
灌
漑
と
の
関
連
性
を
濃
厚
に
示

す
こ
と
と
な
っ
た
。
治
水
は
灌
漑
用
水
確

保
の
前
提
と
し
て
治
水
と
い
う
側
面
を
大

き
く
持
つ
に
い
た
り
、
そ
の
意
味
で
、
日

本
で
は
治
水
は
勧
農
政
策
の
一
端
を
担
う

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
論
じ

る
。具

体
的
に
、
律
令
国
家
に
よ
る
治
水
政

策
で
は
、
８
世
紀
か
ら
９
世
紀
に
か
け
て

造
池
使
、
築
堤
使
、
修
理
堰
使
、
検
水
害

堤
使
な
ど
の
、
治
水
・
用
水
に
関
す
る
諸

使
が
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
、
民
生
と
密
接

な
関
係
を
持
ち
、
耕
地
の
安
定
を
図
っ
て

い
る
。
平
安
京
の
治
水
で
は
、
葛
野
川
に

は
防
葛
野
河
使
、
鴨
川
に
は
防
鴨
河
使
が

お
か
れ
、
そ
の
任
を
果
し
て
い
る
。
治
水
、

用
水
技
術
に
つ
い
て
は
、
樋
の
設
置
が
重

要
な
役
割
を
持
っ
た
と
あ
る
。

江
戸
期
の
治
水
に
つ
い
て
は
、
大
谷
貞

夫
著
﹃
近
世
日
本
治
水
史
の
研
究
﹄（
雄
山

閣
１
９
８
６
）
と
、
こ
の
書
に
基
づ
き
さ
ら

に
追
求
し
た
同
著
﹃
江
戸
幕
府
治
水
政
策

史
の
研
究
﹄（
雄
山
閣
１
９
９
６
）
が
あ
る
。

ま
ず
著
者
は
寛
保
洪
水
な
ど
の
水
害
の
実

態
を
把
握
し
、
治
水
職
制
を
論
じ
る
。
幕

府
は
享
保
改
革
以
前
は
郡
代
や
代
官
に
治

水
事
業
を
担
当
さ
せ
、
勘
定
奉
行
の
支
配

下
に
置
き
、
堤
川
除
、
用
悪
水
の
掛
渡
井
、

圦
樋
、
橋
の
普
請
に
当
た
っ
た
。
１
７
２

０
年
（
享
保
５
）
治
水
職
制
は
国
役
普
請
制

度
を
改
革
し
、
江
戸
川
、
鬼
怒
川
、
小
貝

川
、
下
利
根
川
の
四
川
奉
行
を
置
き
、
そ

の
他
の
利
根
川
水
系
も
大
規
模
な
普
請
も

管
理
。
幕
府
領
だ
け
で
な
く
、
藩
領
や
旗

本
領
ま
で
も
そ
の
管
理
下
に
入
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
封
建
国
家
が
直
接
河
川
を
支
配

す
る
契
機
と
な
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
な

お
、
四
川
奉
行
の
廃
止
後
は
、
勘
定
奉
行

及
び
勘
定
吟
味
役
が
そ
の
職
制
を
引
継
ぎ

幕
末
に
至
っ
た
。

で
は
、
具
体
的
に
水
を
ど
の
よ
う
に
制

御
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
眞
田
秀
吉
著

﹃
日
本
水
制
工
論
﹄（
岩
波
書
店
１
９
３
２
）

で
は
、
わ
が
国
の
古
今
の
工
法
に
つ
い
て
、

﹁
川
除
御
普
請
請
定
法
﹂
、
﹁
堤
堰
秘
書
﹂
、

﹁
堤
防
溝
洫
志
﹂、﹁
疏
導
要
書
﹂、﹁
地
方
凡

例
録
﹂
な
ど
か
ら
引
用
し
、
図
と
と
も
に

ま
と
め
て
い
る
。
芝
工
法
覆
、
石
積
工
・

籠
工
法
覆
、
捨
石
、
蛇
籠
、
柵
、
牛
枠
、

方
形
牛
、
片
枠
、
粗
朶
沈
床
工
な
ど
、
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
法
に
お
け
る
単
位

当
材
料
労
力
表
を
付
す
。
富
野
章
著
﹃
日

本
の
伝
統
的
河
川
工
法
︵
㈵
︶﹄、﹃
日
本
の

伝
統
的
河
川
工
法
︵
㈼
︶﹄（
信
山
社
サ
イ
テ

ッ
ク
２
０
０
２
）
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
河

川
工
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

﹁
伝
統
的
河
川
工
法
は
、
人
間
が
自
然
よ

り
上
位
に
い
て
自
然
を
支
配
す
る
工
法
で

は
な
い
。
人
々
の
暮
ら
し
を
守
る
と
共
に

自
然
を
畏
敬
し
、
日
本
の
本
来
の
風
土
を

古賀邦雄
こがくにお

水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業
水資源開発公団

（現・独立行政法人水資源機構）に入社
30年間にわたり

水・河川・湖沼関係文献を収集
2001年退職し現在、日本河川開発調査会

筑後川水問題研究会に所属

2008年5月に収集した書籍を所蔵する「古賀河川図書館」を開設
URL：http://mymy.jp/koga/
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活
動
し
て
い
る
。

水
害
を
防
禦
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、

遊
水
地
の
建
設
が
あ
る
。
内
田
和
子
著

﹃
遊
水
地
と
治
水
計
画
﹄（
古
今
書
院
１
９
８

５
）
は
、
全
国
の
遊
水
地
を
調
査
し
、
そ

の
治
水
計
画
に
つ
い
て
応
用
地
理
学
の
立

場
か
ら
論
じ
る
。
著
者
は
遊
水
地
の
定
義

を
﹁
河
川
に
お
い
て
、
越
流
堤
等
の
施
設

を
設
け
、
高
水
流
量
の
一
部
を
計
画
的
に

氾
濫
さ
せ
、
一
時
的
に
貯
留
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
下
流
部
の
流
量
の
低
減
を
は
か

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
地
域
﹂
と
す
る
。

遊
水
地
を
大
河
川
型
と
都
市
河
川
型
に

分
類
し
、
大
河
川
型
遊
水
地
は
計
画
面
積
、

調
節
量
、
対
象
洪
水
と
も
大
き
く
、
都
市

河
川
型
は
そ
の
い
ず
れ
も
小
さ
い
。
大
河

川
型
遊
水
地
は
１
９
７
０
年
代
（
昭
和
40
年

代
後
半
）
に
計
画
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
。

上
流
の
ダ
ム
群
の
建
設
に
加
え
、
中
、
下

流
の
遊
水
地
建
設
が
必
要
と
な
っ
た
も
の

で
、
補
償
問
題
の
解
決
が
遊
水
地
建
設
を

左
右
す
る
と
い
う
。
ほ
と
ん
ど
が
国
営
事

業
で
あ
る
。

一
方
、
都
市
河
川
型
遊
水
地
は
、
１
９

７
０
年
代
半
ば
以
降
（
昭
和
40
年
代
末
〜
50
年

初
期
）
の
都
市
水
害
を
契
機
と
し
て
、
地

方
自
治
体
の
手
で
建
設
さ
れ
、
下
流
部
の

放
水
路
、
排
水
機
等
と
連
携
し
て
そ
の
機

能
を
発
揮
す
る
と
分
析
す
る
。
実
際
に
は
、

山
形
工
事
事
務
所
編
・
発
行
﹃
最
上
川
大

久
保
遊
水
地
記
念
誌
﹄（
１
９
９
７
）
、
渡
良

瀬
遊
水
地
成
立
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
渡
良

瀬
遊
水
地
成
立
史
︵
通
史
編
︶﹄、﹃
渡
良
瀬

遊
水
地
成
立
史
︵
史
料
編
︶﹄（
利
根
川
上
流

河
川
事
務
所
２
０
０
６
）
が
あ
る
。

河
川
改
修
は
、
平
面
線
形
の
整
形
、
拡

幅
、
引
堤
、
河
床
浚
渫
、
掘
削
、
背
割
、

導
流
堤
、
分
派
川
締
切
な
ど
が
あ
り
、
ま

た
新
川
開
発
と
し
て
、
河
川
分
離
、
捷
水

路
開
発
、
河
道
付
替
、
放
水
路
開
発
が
挙

げ
ら
れ
る
。
そ
の
放
水
路
と
は
、
現
河
道

か
ら
分
岐
し
て
、
現
川
の
洪
水
の
一
部
、

ま
た
は
全
部
を
湖
海
や
他
の
河
道
に
放
流

す
る
水
路
で
あ
る
。
岩
屋
隆
夫
著
﹃
日
本

の
放
水
路
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
２
０
０
４
）

は
、
全
国
の
放
水
路
、
例
え
ば
石
狩
川
放

水
路
、
荒
川
放
水
路
、
太
田
川
放
水
路
な

ど
を
現
地
踏
査
し
、
そ
れ
を
丹
念
に
分
析

し
纏
め
て
い
る
。
河
川
を
見
る
眼
を
新
た

に
す
る
書
で
あ
る
。

以
上
、
治
水
に
か
か
わ
る
書
を
い
く
つ

か
挙
げ
て
き
た
が
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

近
世
ま
で
は
水
稲
稲
作
を
中
心
と
し
た
利

水
を
主
体
と
し
た
治
水
が
な
さ
れ
、
水
利

事
業
と
し
て
、
利
水
と
治
水
は
分
離
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
以
降

河
川
工
事
は
低
水
工
事
の
考
え
方
か
ら
高

水
工
事
に
変
化
し
、
利
水
事
業
と
治
水
事

業
は
だ
ん
だ
ん
と
分
離
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
近

年
に
至
っ
て
は
、
経
済
の
発
展
に
伴
い
都

市
開
発
が
進
み
、
都
市
水
害
が
お
こ
り
、

ま
た
地
球
温
暖
化
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、

都
市
部
に
お
い
て
は
時
間
雨
量
１
０
０
a

前
後
の
ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
都
市
部
に
お
い

て
は
、
雨
水
対
策
を
含
め
た
総
合
治
水
対

策
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
人

の
活
動
条
件
に
よ
っ
て
、
利
水
と
治
水
と

環
境
も
含
め
て
の
水
問
題
は
、
二
宮
尊
徳

が
酒
匂
川
水
害
に
遭
遇
し
た
よ
う
に
、
ま

だ
完
全
な
る
解
決
策
は
な
く
、
こ
れ
か
ら

も
各
地
域
ご
と
に
既
存
の
知
識
と
体
験
か

ら
学
び
と
り
、
減
災
を
は
か
る
思
考
錯
誤

が
続
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

損
な
う
こ
と
な
く
、
自
然
の
再
生
力
や
洪

水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
巧
に
利
用
し
て
、
自

然
つ
ま
り
水
辺
の
生
態
系
と
川
そ
の
も
の

を
活
か
す
工
法
で
あ
る
﹂
。
即
ち
、
広
い

意
味
で
の
伝
統
的
河
川
工
法
は
、
霞
堤
、

雁
堤
等
の
堤
防
、
轡
塘

く

つ

わ

︵
遊
水
地
︶
、
出

し
︵
水
制
︶
、
輪
中
、
水
屋
、
水
害
防
備

林
を
は
じ
め
、
両
岸
の
欠
壊
防
止
に
植
栽

し
た
笹
や
竹
薮
、
柳
な
ど
も
含
ま
れ
る
と

い
う
。
河
川
伝
統
工
法
研
究
会
著
﹃
河
川

伝
統
工
法
﹄（
地
域
開
発
研
究
所
１
９
９
５
）

に
よ
る
と
、
も
と
も
と
河
川
伝
統
工
法
が

行
わ
れ
て
き
た
時
代
の
治
水
の
考
え
方
は
、

﹁
減
勢
治
水
﹂
で
あ
り
、
洪
水
を
完
全
に

防
禦
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
勢
い
を
弱
め

る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
、
と
あ

る
。次

に
、
近
世
か
ら
現
代
ま
で
の
水
制
に

関
す
る
書
が
あ
る
。
山
本
晃
一
著
﹃
日
本

の
水
制
﹄（
山
海
堂
１
９
９
６
）
は
、
水
制
技

術
の
あ
ゆ
み
に
つ
い
て
、
前
書
の
﹃
近
世

日
本
治
水
史
の
研
究
﹄、﹃
日
本
水
制
工
論
﹄

な
ど
か
ら
論
究
す
る
。
さ
ら
に
水
制
設
置

物
の
特
性
と
水
理
に
お
い
て
は
、
利
根
川

１
８
４
〜
１
２
０
d
区
間
の
河
道
特
性
と

水
制
、
利
根
川
前
橋
付
近
の
河
道
特
性
と

水
制
、
黒
部
川
の
河
道
特
性
と
水
制
を
論

じ
、
河
岸
侵
食
防
止
工
と
し
て
の
水
制
、

景
観
の
た
め
の
水
制
ま
で
追
及
す
る
。
西

川
喬
著
﹃
治
水
長
期
計
画
の
歴
史
﹄（
水
利

科
学
研
究
所
１
９
６
９
）
は
、
明
治
期
の
治
水

事
業
か
ら
昭
和
35
年
の
治
山
治
水
緊
急
措

置
法
に
お
け
る
治
水
事
業
10
カ
年
計
画
、

国
民
所
得
倍
増
計
画
の
治
水
事
業
に
関
し
、

予
算
費
用
を
も
っ
て
分
析
す
る
。
こ
れ
ら

の
事
業
の
目
的
は
国
土
の
保
全
お
よ
び
開

発
を
行
な
い
、
経
済
基
盤
を
強
化
し
、
も

っ
て
国
民
生
活
の
安
定
と
向
上
を
図
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
明
治
初
期
河
川
工
事
は
低

水
工
事
お
よ
び
砂
防
工
事
で
あ
っ
て
、
氾

濫
防
禦
目
的
と
す
る
高
水
工
事
は
そ
れ
ぞ

れ
地
方
の
問
題
で
あ
っ
た
。
１
８
９
６
年

（
明
治
29
）
河
川
法
の
制
定
以
後
、
地
方
単

独
事
業
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
高
水
工
事
は
、

直
轄
工
事
と
な
り
、
１
９
０
７
年
（
明
治
40
）
、

１
９
１
０
年
（
明
治
43
）
の
大
水
害
が
相
次

い
で
発
生
し
、
そ
の
10
月
臨
時
治
水
調
査

会
が
設
け
ら
れ
、
第
１
次
治
水
計
画
が
決

定
し
、
利
根
川
等
９
河
川
に
新
た
に
北
上

川
等
11
河
川
が
加
わ
っ
た
。
大
正
末
期
に

物
部
長
穂
博
士
の
﹁
貯
水
に
よ
る
治
水
及

び
利
水
に
就
い
て
﹂
の
論
文
に
基
づ
き
、

ダ
ム
開
発
等
の
﹁
河
水
統
制
事
業
﹂
が
始

ま
り
、
戦
後
１
９
５
１
年
（
昭
和
26
）
﹁
河

川
総
合
開
発
事
業
﹂
に
引
継
が
れ
、
今
日

ま
で
河
川
の
総
合
開
発
は
続
く
。

水
害
予
防
組
合
と
い
う
我
が
国
独
自
の

治
水
組
織
の
存
在
形
態
に
着
目
し
て
、
論

じ
た
内
田
和
子
著
﹃
近
代
日
本
の
水
害
地

域
社
会
史
﹄（
古
今
書
院
１
９
９
４
）
は
、
大

変
興
味
深
い
書
で
あ
る
。
水
害
予
防
組
合

は
水
害
常
習
地
に
設
立
さ
れ
た
公
法
人
で
、

水
害
常
習
地
で
あ
る
組
合
区
域
内
に
土
地
、

家
屋
、
工
作
物
等
を
所
有
す
る
人
々
す
べ

て
を
組
合
員
と
し
て
、
水
害
の
程
度
に
よ

っ
て
等
差
を
設
け
た
組
合
費
を
徴
収
し
て
、

水
害
防
禦
活
動
を
行
な
う
。
そ
の
根
底
に

は
、
災
害
は
自
分
た
ち
で
守
る
自
治
の
精

神
が
貫
か
れ
て
い
る
。
１
９
４
９
年
（
昭
和

24
）
以
前
に
は
利
水
事
業
も
か
か
わ
っ
て

い
た
。
時
期
的
に
は
、
こ
の
組
合
は
高
水

工
事
の
本
格
的
な
開
始
時
か
ら
設
立
さ
れ
、

明
治
末
期
に
は
１
０
０
０
近
く
に
達
し
た
。

現
在
高
水
工
事
は
一
応
完
成
し
た
と
い
え

る
が
、
そ
の
た
め
組
合
は
多
く
の
使
命
を

果
し
解
散
し
、
現
在
全
国
で
10
数
組
合
が



な
ど
は
最
終
決
定
権
を
持
っ
て
い
た
だ

け
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
す

ら
あ
る
。

と
は
い
え
、
彼
ら
の
水
利
事
業
に
よ

っ
て
、
治
水
、
利
水
両
面
か
ら
、
多
く

の
人
の
生
命
が
つ
な
が
れ
た
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
号
で
は

治
水
家
の
間
口
を
広
く
取
っ
た
。

治
水
家
は
、
合
意
形
成
の
達
人
で
あ

り
、
な
お
か
つ
お
金
も
動
か
さ
な
い
と

い
け
な
い
し
、
つ
く
っ
た
シ
ス
テ
ム
が

恒
久
的
に
働
く
仕
組
み
も
構
築
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
要
は
、
決
裁
権
を
持

ち
、
現
場
に
強
い
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で

あ
り
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
だ
っ
た
の
だ
。

地
域
の
分
断

川
に
は
流
域
が
あ
る
以
上
、
上
流
と

下
流
、
こ
ち
ら
側
と
対
岸
と
い
っ
た
、

利
害
の
対
立
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

幕
藩
体
制
下
で
の
領
国
経
営
と
い
う

狭
い
視
野
の
中
で
は
、
一
方
が
利
を
得

れ
ば
他
方
が
不
利
益
を
被
る
場
合
も
多

く
、
利
害
調
整
に
関
す
る
合
意
形
成
は

ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

も
い
い
。
佐
賀
で
は
大
変
な
人
気
者
で
、

町
名
に
ま
で
名
を
残
す
ほ
ど
の
成
富
兵

庫
茂
安
も
、
福
岡
藩
や
対
馬
藩
の
人
た

現
場
に
立
つ

干
潮
時
の
筑
後
川
下
流
に
立
っ
て
、

愕
然
と
し
た
。
水
が
す
っ
か
り
引
い
て
、

川
底
は
ガ
タ
土
と
呼
ば
れ
る
ヌ
タ
ヌ
タ

し
た
泥
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
有
様

は
ま
る
で
干
潟
。
係
留
さ
れ
た
漁
船
も
、

座
礁
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
川
底
の

泥
の
上
に
鎮
座
し
て
い
る
。

し
か
も
﹁
床
固
め
﹂
が
残
る
坂
口
で

満
潮
時
に
見
た
風
景
に
は
、
度
肝
を
抜

か
れ
た
。
上
げ
潮
が
音
を
立
て
て
上
流

に
遡
り
、
見
る
間
に
河
川
敷
を
水
で
満

た
し
て
い
っ
た
の
だ
。

よ
そ
者
に
大
き
な
驚
き
を
も
た
ら
す

こ
ん
な
風
景
も
、
佐
賀
平
野
に
住
む
人

た
ち
に
と
っ
て
は
日
常
茶
飯
事
。
成
富

兵
庫
茂
安
が
腕
組
み
を
し
て
澪
を
睨
む

姿
が
、
一
瞬
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。

治
水
家
の
条
件

甲
州
も
佐
賀
も
扇
状
地
で
あ
る
こ
と

に
は
変
わ
り
な
い
が
、
風
土
は
大
き
く

異
な
る
。
激
し
い
水
勢
と
大
量
の
岩
石

に
悩
ま
さ
れ
た
甲
州
と
、
有
明
海
の
上

げ
潮
に
対
峙
す
る
必
要
が
あ
る
佐
賀
と

で
は
、
そ
れ
相
応
の
対
処
が
求
め
ら
れ

る
の
は
当
然
だ
。

し
か
し
甲
州
に
も
佐
賀
に
も
、
水
が

乏
し
い
上
に
雨
が
降
る
と
す
ぐ
に
大
水

に
な
る
と
い
う
、
厳
し
い
風
土
は
共
通

し
て
い
る
。
困
難
を
乗
り
越
え
る
た
め

の
産
み
の
苦
し
み
が
、
優
れ
た
治
水
術

を
磨
い
た
の
で
あ
る
。

﹁
水
を
制
す
る
も
の
は
国
を
制
す
﹂。

治
水
は
戦
国
時
代
以
降
、
領
国
経
営

の
要
。
そ
れ
は
﹁
領
国
の
仕
置

し
お
き

﹂
と
呼

ば
れ
た
。
成
富
兵
庫
も
武
田
信
玄
も
、

領
国
の
仕
置
と
し
て
水
利
事
業
を
推
進

し
た
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
優
れ
た
治
水
家
も
、
大
規

模
な
土
木
事
業
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に

は
、
現
場
を
動
か
し
た
り
、
図
面
を
引

い
た
り
す
る
実
務
家
の
サ
ポ
ー
ト
を
必

要
と
し
た
は
ず
だ
。

成
富
兵
庫
も
信
玄
も
、
そ
の
す
ぐ
下

に
は
、
き
っ
と
１
０
０
人
規
模
の
実
務

家
が
い
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
新
田
開
発
で
増
え
た
利
益
の

10
分
の
１
が
も
ら
え
る
分
一
金

ぶ
い
ち
き
ん

目
当
て

の
山
師
の
よ
う
な
人
も
い
れ
ば
、
京

都
・
高
瀬
川
を
開
鑿
し
た
角
倉
了
以
の

よ
う
に
通
航
料
や
倉
庫
料
を
取
っ
て
利

益
を
上
げ
た
商
人
も
い
る
。

だ
か
ら
治
水
家
イ
コ
ー
ル
志
の
高
い

人
、
と
い
う
の
は
当
た
ら
な
い
。
信
玄

経
済
産
業
省
、
と
い
う
よ
う
に
、
水
の

管
理
は
利
用
目
的
ご
と
に
分
断
さ
れ
て

い
っ
た
。

近
代
以
前
の
治
水
家
が
総
合
的
に
川

を
見
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
、
機
能

を
専
門
的
に
特
化
し
て
見
る
こ
と
で
、

川
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

歴
史
は
風
土
に
育
ま
れ
る

川
が
利
用
目
的
ご
と
に
分
断
さ
れ
て

い
く
中
で
、
治
水
と
い
う
言
葉
か
ら
利

水
が
分
離
し
て
、
治
水
と
い
え
ば
水
害

防
御
と
い
う
意
味
に
狭
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。
だ
か
ら
、
治
水
を
語
る
と
き
に

は
、
い
か
に
水
害
を
防
ぐ
か
と
い
う
観

点
か
ら
川
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
弊
害
を
解
消
す
る
た
め
に
、
川

の
役
割
に
環
境
用
水
と
し
て
の
働
き
を

認
め
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
が
、
水

の
機
能
を
上
げ
連
ね
る
の
で
は
な
く
、

バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
川
を
総
合
的
に
見

る
視
座
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

柳
川
掘
割
の
再
生
で
広
松
伝
さ
ん
は
、

掘
割
機
能
が
用
水
利
用
だ
け
で
な
い
こ

と
を
訴
え
た
。
掘
割
は
洪
水
防
御
、
貯

水
、
地
盤
沈
下
防
止
、
心
理
的
安
ら
ぎ

な
ど
多
く
の
機
能
を
持
っ
て
い
て
、
単

一
目
的
ご
と
に
分
断
で
き
な
い
総
合
的
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文
化
を
つ
く
る
　

治
水
家
の
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
部

ち
か
ら
は
恨
ま
れ
て
い
た
と
い
う
話
も
、

さ
も
あ
り
な
ん
と
思
う
。

こ
う
し
た
﹁
地
域
の
分
断
﹂
を
解
消

し
た
の
が
、
明
治
政
府
の
誕
生
で
あ
っ

た
。

行
政
の
分
断

近
世
ま
で
は
、
水
利
事
業
と
治
水
家

の
名
前
は
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
代
に
な
る
と
チ
ー
ム
で

の
仕
事
の
色
彩
が
強
く
な
り
、
誰
某
が

つ
く
っ
た
、
と
は
言
わ
れ
な
く
な
る
。

藩
に
よ
る
領
国
の
仕
置
は
、
明
治
政

府
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
に
な
っ
て
、

近
代
国
家
経
営
に
シ
フ
ト
し
、
治
水
家

は
注
目
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

近
代
国
家
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
た

め
に
、
食
糧
増
産
、
水
害
防
御
、
上
下

水
道
の
整
備
と
い
っ
た
水
に
か
か
わ
る

国
土
整
備
は
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
急

務
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
中
で
、
せ
っ

か
く
流
域
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
水
利
事
業
は
、
再
び
分
断
の
憂
き
目

に
遭
う
こ
と
に
な
る
。

治
水
は
国
土
交
通
省
、
農
業
用
水
は

農
林
水
産
省
、
上
水
道
は
厚
生
労
働
省
、

公
共
下
水
道
は
市
町
村
、
流
域
下
水
道

は
都
道
府
県
、
工
業
用
水
は
環
境
省
と



な
存
在
だ
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
非
常

に
ロ
ー
カ
ル
な
背
景
が
備
わ
っ
て
い
る
。

日
本
の
住
宅
は
、
新
建
材
と
エ
ア
コ

ン
の
登
場
で
、
北
か
ら
南
ま
で
画
一
化

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
川
も
同
じ
よ
う
に
、

地
域
の
特
性
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
土
木

技
術
に
よ
っ
て
、
力
づ
く
で
ね
じ
伏
せ

ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

水
の
利
用
シ
ス
テ
ム
は
、
少
し
ず
つ

手
を
加
え
て
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
だ

か
ら
、
そ
の
土
地
の
事
情
︵
風
土
︶
が

反
映
し
て
い
る
は
ず
だ
。
地
元
に
ス
ト

ッ
ク
さ
れ
た
歴
史
を
学
ぶ
価
値
は
、
そ

こ
に
あ
る
。

当
セ
ン
タ
ー
が
﹃
里
川
の
可
能
性
﹄

（
新
曜
社
２
０
０
６
）
で
提
案
し
た
の
は
、

治
水
と
利
水
に
守
水
と
い
う
概
念
を
加

え
る
こ
と
だ
っ
た
。
守
水
と
は
、
使
い

な
が
ら
守
る
こ
と
。
水
害
防
御
か
ら
だ

け
で
は
な
く
、
地
元
に
ス
ト
ッ
ク
さ
れ

た
知
恵
も
守
る
対
象
と
考
え
た
い
。

里
川
の
多
様
な
姿
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ

ィ
と
し
て
、
今
号
か
ら
新
連
載
﹁
シ
リ

ー
ズ
里
川
﹂
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

里
川
に
か
か
わ
る
人
材
の
中
に
、
現

代
の
治
水
家
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

れ
ば
願
っ
て
も
な
い
収
穫
で
あ
る
。

地
球
規
模
の
治
水
術

信
玄
堤
の
裏
に
住
ん
だ
﹁
竜
王
河
原

宿
﹂
の
住
人
や
、
ア
オ
取
水
を
担
当
し

た
樋
門
番
の
よ
う
に
、
近
代
以
前
は
、

治
水
に
も
利
水
に
も
﹁
場
﹂
を
知
り
尽

く
し
た
人
た
ち
が
管
理
に
か
か
わ
っ
て

き
た
。

と
こ
ろ
が
管
理
が
行
政
に
移
っ
た
こ

と
で
、
住
人
と
川
は
心
理
的
に
分
断
さ

れ
、
当
事
者
と
し
て
の
意
識
も
消
え
て

し
ま
っ
た
。

中
で
も
、
利
水
意
識
は
特
に
稀
薄
に

な
っ
た
。
水
は
発
電
や
農
業
に
使
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
生
産
物
は
私
た
ち
の

生
活
を
支
え
る
た
め
に
供
さ
れ
て
い
る
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の
だ
か
ら
、
間
接
的
に
恩
恵
に
あ
ず
か

っ
て
い
る
は
ず
だ
。
問
題
は
、
元
を
た

ど
る
と
自
分
に
つ
な
が
る
﹁
流
れ
﹂
が
、

ま
る
で
暗
渠
の
よ
う
に
途
中
で
見
え
な

く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

利
水
と
い
う
と
﹁
景
観
﹂
や
﹁
親
水
﹂

に
留
ま
り
が
ち
に
な
る
の
も
、
そ
れ
が

原
因
だ
。
水
を
大
切
に
す
る
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
、
心
象
風
景
や
遊
び
だ

け
で
は
弱
い
気
が
す
る
し
、
道
徳
観
に

頼
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
な
ぜ
水
が
大
切
な
の
か
、
な
ぜ
汚

し
て
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
、
根
源

的
な
答
え
は
、
健
全
な
水
循
環
を
見
直

す
中
で
こ
そ
発
見
さ
れ
る
。

領
国
の
仕
置
に
欠
け
て
い
た
の
は
、

自
領
の
外
の
利
害
に
配
慮
す
る
こ
と
だ

っ
た
。
水
を
単
一
目
的
で
見
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
幕
藩
体
制
時
代
、
自
領
に
と
っ

て
の
利
益
だ
け
を
見
て
い
た
こ
と
と
同

じ
で
あ
る
。
地
球
温
暖
化
が
将
来
の
大

き
な
懸
念
と
な
っ
た
今
、
一
国
の
仕
置

を
越
え
て
、
地
球
規
模
の
治
水
術
が
い

っ
そ
う
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
こ
れ
か
ら
の
治
水
に
は
、
行

政
に
任
せ
き
り
で
は
な
く
、
で
き
る
こ

と
を
個
人
と
地
域
が
担
っ
て
、
三
者
で

連
携
を
取
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

現
代
の
治
水
家
と
は
、
と
き
に
は
相

反
す
る
利
害
の
調
整
役
と
な
れ
る
人
材

だ
。
そ
し
て
治
水
家
が
残
し
た
統

す
べ

は
、

水
を
統
合
し
て
捉
え
る
手
本
と
し
て
、

多
く
の
知
恵
を
指
し
示
し
て
い
る
。

上：ところどころ水路の側壁を低くして、一定以上の
水をオーバーフローさせる仕掛けを野越しという。蛤
水道は福岡藩の水を佐賀藩が分水嶺を越えて横取りし
たものなのだが、取り過ぎないように野越しを越えた
水は那珂川に戻るようになっている。（27ページ参照）
左：鉄分が多い水は、赤茶けている。一番上流の溜池
があったといわれている場所は、周囲にヤナギの木が
植わっていた。
イラストは島谷先生より提供されたもの
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ミツカン水の文化交流フォーラム2009

開催のご案内

アクアツーリズム
—これからの観光資源と水文化—

都市への人口集中が進む中、持続的な地域づくりが各地で模索されています。それ
に伴い「訪れてよし、住んでよし」という視点から、水・水路・里川・暮らしと水文
化といった水にかかわる事柄が、観光資源として見直されようとしています。これま
で、水文化は主に定住者が「使いながら守る」と考えられていましたが、ヨソモノで
ある観光客が水の価値を発見する機会が増えると、地域における人と水とのかかわり
方はどのように変わるのでしょうか。

本フォーラムでは、水文化を観光資源として成功しているケースを紹介し、アクア
ツーリズムの可能性について考えます。

日時：2009年10月7日（水）14時～

会場：東京ウィメンズプラザ
東京都渋谷区神宮前5-53-67 電話03-5467-2377

【問題提起】

水文化は観光の未来を拓くか？
アクアツーリズムと次世代ツーリズム

石森秀三 北海道大学教授

飲める水と生食文化
旅の歴史と未来

神崎宣武 旅の文化研究所

なんでもないものの発見
チッタスロー（地産地消）で地域力を引き出す

陣内秀信 法政大学教授

水都大阪の再生
環境先進都市とアクアツーリズム

橋爪紳也 大阪府立大学教授

【討論】

ツーリズムがつくり守る水文化とは

コーディネーター：神崎宣武　　登壇者：石森秀三 陣内秀信 橋爪紳也

なお、プログラムは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
本フォーラムへの参加申込は、2009年8月24日（月）より

ホームページ（http://www.mizu.gr.jp/）にて受付を開始します。

神崎宣武
旅の文化研究所

橋爪紳也
大阪府立大学教授

陣内秀信
法政大学教授

石森秀三
北海道大学教授

（アイウエオ順）



■水の文化33号予告

特集「ダシ（出汁）」（仮）

「ダシ」は日本ならではの調理文化を育むとともに、

ローカルな風土を反映しています。

忙しさや嗜好の変化の中で、

忘れられがちなダシ文化を、もう一度見直し、

その現代的な意味を発見します。
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化

第32号

ホームページアドレス

http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

ミツカン水の文化センターが、第11回日本水大賞・厚生労働大

臣賞を受賞しました

今後も引き続き、よろしくお願い申し上げます。

『水の文化』に関する情報をお寄せください

本誌『水の文化』では、「人と水とのかかわり」に焦点を当てた活

動や調査・研究などを紹介しています。ユニークな水の文化楽習

活動や、「水の文化」にかかわる地域に根差した調査や研究などの

情報がありましたら、自薦・他薦を問いませんので、事務局まで

情報をお寄せください。

ホームページのお問い合せ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化バックナンバーをホームページで

本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。

すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用くだ

さい。

機関誌『水の文化』へのアンケートを、ホームページからも始

めました

当アンケートへのお答えは、機関誌制作やフォーラムの参考にさ

せていただきます。どうぞ、ご協力お願いします。

「水にかかわる生活意識調査」2009年度版を追加しました

さまざまな場面で、データとしてお役立てください。

編
集
後
記

◆

治
水
を
辞
書
で
見
る
と
、﹁
洪
水
等
の
水
害
を
防
ぎ
、
ま
た

水
運
や
農
業
用
水
の
便
の
た
め
、
河
川
の
改
良
保
全
を
行
な

う
こ
と
﹂
と
あ
る
。
水
害
と
の
闘
い
は
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る

た
め
に
、
治
水
と
い
え
ば
洪
水
対
策
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
本
来
的
に
は
、
利
水
も
含
ん
だ
上
で
の
﹁
治
水
﹂

だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
。︵
新
︶

◆

は
じ
め
ま
し
て
！
今
号
の
製
作
途
中
よ
り
、
水
の
文
化
セ

ン
タ
ー
に
仲
間
入
り
を
し
ま
し
た
。
担
当
一
発
目
か
ら
機
関

紙
の
テ
ー
マ
は
﹁
治
水
﹂
と
い
う
、
素
人
に
は
難
し
い
も
の
。

内
容
確
認
の
段
階
か
ら
悪
戦
苦
闘
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と

は
い
え
、
学
生
時
代
に
勉
強
し
て
い
た
分
野
と
繋
が
り
が

多
々
あ
る
こ
の
機
関
誌
。
今
後
、
な
に
か
新
し
い
エ
ッ
セ
ン

ス
を
自
分
な
り
に
注
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
で
す
。︵
忍
︶

◆

先
人
た
ち
が
造
っ
た
石
積
み
を
見
て
、
如
何
に
水
を
獲
得

す
る
の
に
苦
労
が
あ
っ
た
の
か
、
改
め
て
水
の
あ
り
が
た
さ

を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
石
積
み
を
現
代
の
生
活

者
に
も
是
非
見
て
ほ
し
い
と
思
う
。
そ
れ
に
し
て
も
成
富
兵

庫
お
そ
る
べ
し
！
︵
ゆ
︶

◆

利
水
あ
っ
て
の
治
水
。
こ
れ
が
本
号
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
。
治

水
を
め
ぐ
る
現
代
の
行
政
課
題
を
解
く
教
訓
を
、
水
利
事
業

の
視
点
は
も
っ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
水
利
事
業
は
里

川
工
学
の
こ
と
な
の
だ
な
、
と
気
づ
か
さ
れ
た
。︵
中
︶

◆

日
本
の
川
に
は
、
自
然
と
人
間
が
織
り
成
す
総
合
芸
術
の

香
り
が
す
る
。
放
置
す
る
と
人
の
命
を
奪
い
か
ね
な
い
危
険

な
水
を
、
人
間
の
知
恵
と
技
術
に
よ
っ
て
、
暮
ら
し
に
潤
い

を
も
た
ら
す
も
の
に
変
え
て
い
る
。
こ
の
緊
張
感
と
瑞
々
し

さ
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
、
三
面
張
り
の
川
か
ら
は
聞
こ
え
な
い
。

安
全
の
代
償
と
は
、
こ
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。︵
緒
︶

◆

筑
後
川
が
逆
流
す
る
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
自
然
の
強

大
さ
に
立
ち
す
く
ん
だ
。
こ
れ
が
25
km
も
遡
る
と
い
う
が
、

地
図
で
追
う
と
筑
紫
平
野
の
大
部
分
は
標
高
５
ｍ
以
下
。
ほ

と
ん
ど
の
平
野
部
が
こ
の
力
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
水
と
の
つ
き
あ
い
方
が
根
本
的
に
違
う
の
だ
と
肌

で
感
じ
た
。︵
力
︶

◆

洪
水
は
怖
い
け
れ
ど
、
肥
沃
な
土
地
に
は
欲
が
出
る
。
ま

さ
に
リ
ス
ク
と
恵
み
の
せ
め
ぎ
合
い
の
う
ち
に
歩
ん
で
き
た

の
が
人
の
歴
史
だ
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
も
な
く
防
戦
一
方
の
と
こ

ろ
に
は
、
文
化
は
生
ま
れ
な
い
。︵
賀
︶

水の文化

Information



表紙上：甲州・笛吹川の万力林近く。川の中に石を積み、聖牛を置くことで、取水口に水を導いている。穢れを川や海に流す水神、
瀬織津姫（せおりつひめ）が水門に祀られている様子は、人事を尽くしても天命に委ねざるを得ない川と人とのつきあいを
物語っている。

表紙下：鍋島家の支藩蓮池藩の菩提寺である、佐賀市蓮池町の宗願寺。御霊屋の向拝の虹梁の上に、棟木を支える木彫りの河童が鎮
座する。邪鬼のようにも見えるが、河童封じと言われている。

裏表紙上：博多湾に注ぐ那珂川の上流にある、現在の一ノ井堰と、かつての一ノ井堰（地図の隣り）。上の写真の水中に見える岩は、
当時の遺構。左端が取水口だ。「日本書紀」神功皇后紀に記述があるという裂田の溝（さくたのうなで）は、一ノ井堰から
取水し、今も山田から今光まで6つの集落の水田を潤している。地図の北（上）が下流。国土地理院基盤地図情報（縮尺レ
ベル25000）「福岡」を元に作図

裏表紙下：与止姫（よどひめ）を勧進する伏見神社（左）。嘉瀬川同様、ここの人たちは神の使いであるナマズを食べないそうだ。
溝（うなで）というのは用水路のこと。一部コンクリートで補強されたが、岩を穿ったままの昔からの水路も残っている。
溝は、裂田神社（中）を取り巻くように流れている。

裂
田
の
溝

博多南

裂田神社
大岩（亀岩）

那
珂
川

梶
原
川

一の井堰 伏見神社
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